
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-05-17

自由主義の政治哲学における人間と市民 : バンジャ
マン・コンスタンを中心にして

(Citation)
神戸法學雜誌,28(3):323-368

(Issue Date)
1978-12

(Resource Type)
departmental bulletin paper

(Version)
Version of Record

(JaLCDOI)
https://doi.org/10.24546/81004512

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/81004512

小野, 紀明



袖
百
戸
法
学
鱒
誌
第
二
八
巻
第
三
号
一
九
七
八
隼
一
一
月

自由主義の政治哲学」おげる人間と市昆四

自
由
主
義
の
政
治
哲
学
に
お
け
る
人
間
と
市
民

序
論

第
一
章

第

-wm

第

節

第
三
飾

第
囚
節

第
三
章

第
三
章

-
|
バ
ン
シ
マ
マ
ン
・
コ
ン
ヌ
タ
シ
を
中
心
に
し
て
|
|

目

次

イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
認
識
論
的
差
礎

ロ
ッ
ク

ヒ
ュ

l
ム

ス

ス

功

量
〈
以
上
本
号
ゾ

市
民
政
治
理
論
家
と
し
て
の
〆
ン
ジ
守
マ
ン
コ
シ
ス
タ
ン

宗
教
思
想
家
と
し
て
の
バ
ン
シ
守
マ
ン
コ
シ
ス
タ
ン

野

紀

明



'" 

第
四
章

ヨ
ン
ス
タ
ン
的
自
由
主
義
の
特
質

ー
ー
そ
の
二
元
的
世
界
観
l

|

お
わ
り
に

序

論

XXVIIl 

社
会
と
国
家
と
の
明
碓
な
概
念
的
区
別
の
ょ
に
後
若
を
前
者
に
優
越
さ
ぜ
よ
う
と
す
る
恩
考
方
法
は
、

釆
様
々
な
コ
レ
ク
グ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政
治
恩
怨
の
中
心
的
命
駆
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
ョ
ロ
ッ
バ
政
治
思
想
史
を
側
隊
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
区
別
の
原
型
は
、
社
会
委
約
思
想
に
お
げ
る
社
会
契
約
と
統
治
契
約
と
い
う
三
分
訟
に
、
さ
ら
に
遡
よ
れ
ば
、
中
世
の
教
会

と
圏
家
と
の
対
立
に
ま
吃
求
め
ら
れ
よ
う
そ
の
底
に
あ
る
も
の
は
、
人
聞
が
相
瓦
に
内
的
コ
ミ
A

一
一
グ
シ
冨
ン
を
は
か
る
場
で
あ
る

へ
1
グ
ル
に
始
ま
り

そ
れ
以

主ち維

ベ
き
道
徳
的
共
同
体
と
、
権
威
を
も
っ
て
人
間
相
互
の
符
為
を
律
す
る
ぺ
き
政
治
的
秩
序
と
は
別
物
で
あ
る
と
す
る
、
-
一
元
的
思
考
方
法

で
あ
る
。
こ
の
と
と
は
ま
た
、
道
徳
と
政
治
と
い
う
古
来
論
じ
尽
く
さ
れ
て
き
た
命
題
を
用
い
て
言
い
換
え
る
と
と
も
可
能
で
あ
ろ
う

:

:

 

道
徳
と
は
、
人
間
相
互
の
外
的
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
さ
に
精
神
的
な
次
元
に
お
付
る
コ
E
Z
ニ
ケ

T

シ
a
r
J

を

成
立
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
@
政
恰
の
担
い
手
を
共
闘
休
の
働
か
ら
道
極
的
に
監
視
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、

学法戸

ヨ
ロ
ク
バ
の
政
治
思
想

神

山
氏
を
貫
い
て
流
れ
る
一
!
大
潮
流
で
あ
る
。

ハ
E
V

キ
り
ス
ト
教
に
お
付
る
聖
俗
ニ
一
元
論
の
思
想
に
あ
る
@
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
U
H

愛
の
共
同
体
H

と
い
う
理
念
と
そ

の
制
度
的
形
障
で
あ
る
教
会
は
、
世
俗
的
権
威
の
担
い
手
で
あ
る
君
主
に
価
値
的
に
優
越
す
る
こ
と
を
、
常
に
主
張
し
て
き
た
。
園
家
は
、

A
2》

数
会
の
道
徳
的
権
威
に
服
従
す
べ
き
単
な
る
代
理
人
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
か
た
。
た
だ
し
、

H
愛
の
共
同
体
H

は
神
聖
で
不
可
視

あ
く
ま
で
も
彼
岸
を
志
向
し
て
い
る
が
放
に
、
世
俗
的
権
威
の
侵
害
か
ら
個
人
を
守
る
役
割
を
来
た
こ
そ
す
れ
、

こ
の
潮
流
の
際
は
、

的
な
も
の
で
ゐ
り
、

個
人
が
政
治
に
積
極
的
に
多
加
す
る
た
め
の
契
機
と
は
な
り
え
な
か
り
た
a



七
世
紅
に
お
げ
る
絶
対
主
義
の
成
立
は
、
以
ょ
の
よ
ろ
な
ヨ
l

E

Y

パ
に
伝
統
的
な
一
一
元
論
の
破
錨
取
を
意
味
し
て
し

た
。
そ
れ
故
国
家
理
性
の
絶
対
的
権
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
市
民
は
教
会
に
代
わ
る
新
た
な
非
政
治
的
権
威
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
a

そ
れ
が
、
初
期
自
由
主
義
の
中
心
に
位
置
す
る
自
然
法
的
社
会
秩
序
の
観
念
で
あ
り
、
そ
の
経
済
的
表
現
と
し
て
の
市
民
社

ピ

Z
I
り
タ
ン
革
命
や
名
誉
孟
命
の
指
導
者
た
ち
は
、
個
人
か
ら
政
治
体
ま
で
も
包
摂
す
る
自
然
法

と
こ
ろ
が
十
六
、

会
の
果
た
す
べ
き
役
割
で
あ
っ
た
e
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倒し
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の認書

量E
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事E
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t i 
霊Z
と吉

良伝
心を
で、

あ例
。人
たの
己s湿

)位

と
良
心
の
よ
に

ρ

U
ク
ェ
ル
も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
自
由
主
義
に
お
し
て
個
人
の
自
律
性
を
支
え
て
、
自
然
法
的
秩
序
を
現
実
的
に
機
飽
き

、

、

、

、

(4v

せ
る
も
の
が
理
性
と
並
ん
で
、
否
、
理
位
以
上
に
良
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
し
た
と
い
う
事
契
は
重
要
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

戸

F
3

セ
ク
ト
と
い
う
信
仰
を
同
じ
く
す
る
少
数
者
の
共
同
体
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
a

そ
れ
抜
、
自
由
主
義
は
そ
の
誕
生

自
由
主
義
の
糟
神
は
、

の
時
点
で
は
、
信
仰
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
a

本
来
非
政
治
的
で
あ
る
べ
き
自
然
法
的
秩
序
が
中
世
の

M
W

愛
の
共
闘
休
u
と
具
な
り
、
現
安
に
政
治
的
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
換
言

F
れ
ば
、
共
同
体
の
道
徳
的
権
威
が
国
家
を
製
肘
し
う
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
め
に
は
、
個
人
と
国
家
と
を
媒
介
す
る
と
こ
ゐ
の
中
閉
鎖
援
が
存
在
し
な
付
れ
ば
な
ら
な
し
。
本
稿
に
拘
い
て
は
、
ノ
バ
マ
ス
の
高

ハバ
ρ

マ
ス
に
よ
れ
ば
、

H
公
共
性
hu

の
機
能
す
る
領
属
が
、

し
か
レ

四

名
な
審
物
に
位
。
て
、
ニ
の
煤
介
作
用
を
H
公
共
性
μ
と
呼
j
a

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の

H
市
民
社
会
u
で
あ
る

r民
社
会
は
、
諸
個
人
相
互
の
内
的

Z
品
ニ
ケ
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
と
同
臨
時
に
、

い
わ
ば
市
民
社
会
は
、
中
世
の
日
愛
の
共
同
体
h
H

が
、
そ
し
て
近
世
の
ぞ
7
ト

歴
史
的

圏
家
と
個
人
と
を
架
縄
す
る
役
割
も
包
わ
さ
れ
て
い
る
。
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ρ
パ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
市
民
社
会
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
資
本
主
義
の
莞
倉
に
と
も
な
う
小
家
族
の
出
現
が
不
可
欠
の
前
提
で
あ

。
た
・
プ
ル
ジ
，
ア
ジ
ー
が
登
場
す
る
以
前
の
大
家
諜
的
な
共
同
体
に
お
い
て
は
、
ハ
ト
ま
だ
公
と
私
と
の
区
別
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
は

い
な
か
っ
た
。
資
本
主
義
の
発
濯
を
ま
。
て
は
じ
め
て
、
私
的
利
益
を
追
求
す
る
単
位
と
し
て
の
親
密
な
私
生
活
圏
が
形
成
さ
れ
た
の
で

ハ
8
】

あ
る
q

ハ
ノ
マ
ス
が
こ
こ
で
H
小
家
接
的
親
密
圏
h
H

と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
の
洗
払
を
受
げ
た
後
に
議
場

し
た
近
代
的
側
人
と
置
き
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
a

教
吾
の
庇
護
の
下
に
ひ
た
す
ら
彼
岸
の
み
を
事
問
し
て
か
た
個
人
に
代
わ
っ
て
、

ょ
う
ぞ
く
世
俗
的
世
界
へ
も
心
の
窓
を
関
し
た
個
人
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
小
家
族
的
親
密
圏
の
怒
張
及
ぴ
補
完
と
し
て
、
市
民
的

エ+
附

公
共
性
の
発
揮
さ
れ
る
べ
き
場
で
あ
る
H
公
共
闘

μ"
が
発
達
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
き
し
あ
た
っ
て
は
非
政
治
的
な
文
化
の
領
域

サリ

の
内
に
と
ど
ま
っ
て
し
た
「
居
間
と
客
蘭
は
同
じ
屋
根
の
下
に
あ
り
、

維

一
方
の
私
的
生
語
が
他
方
の
公
開
位
に
依
存
し
、
私
的
個
人
の

学

主
体
位
が
は
じ
め
泊
ら
公
開
位
へ
閑
語
し
て
い
た
よ
う
に
、
M

プ
ィ
タ
ジ
ョ
ン
H

と
な
っ
た
文
芸
に
お
い
て
も
、

」
の
両
者
が
一
起
に
き

法戸

こ
れ
ら
の
市
民
層
は
、
初
期
の
喫
茶
庖
や
サ
ロ
ン
ぞ
会
食
ク
ラ
プ
な
ど
の
施
設
か
ら
と
っ
く
に
脱
却
し
て
い
て
、
既

〈
叫
川
U

に
新
聞
や
そ
れ
の
磯
実
的
批
評
と
い
う
媒
介
機
関
に
よ
っ
て
結
束
さ
ぜ
ら
れ
て
し
る
公
衆
を
形
成
す
る
a
」

こ
の
H
文
芸
的
公
共
怯
H

A
羽
ら
か
政
治
的
公
共
性
作
ま
で
の
艇
盤
は
も
う
}
歩
で
あ
る
.
政
治
的
に
機
飽
す
る
公
共
性
は
、
親
密
な
私

生
童
図
、
つ
ま
り
自
己
の
内
面
の
得
聖
な
領
域
を
守
る
た
め
に
、
か
っ
そ
の
領
域
を
足
場
に
し
て
国
家
と
結
抗
関
係
に
入
る
。
H
政
治

的
公
共
位
仰
の
最
大
の
武
器
は
世
論
で
あ
る
P

ハ
バ
l

マ
ス
に
よ
れ
ば
、
世
論
。
か
、
衆
愚
の
偏
見
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
否
定
的
評
価
を
銭

い
去
ら
れ
て
、
政
治
の
中
で
積
極
的
役
割
を
演
じ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
重
島
支
単
覇
者
の
下
に
お
い
て
で
あ
っ
た
・

も:、
E

オ

4lur

神

ル 1

2革

主主
Z F 
群主

主i
ii 
2害
11理
述 レ
" て
主要

旨長

;i 
喜2
自F
主:
、認

こ め
のら
よれ

なのそ

蓄での
あと

へるさ
の @立は
借方u じ
頼 1 め
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、
、
、
、

を
背
景
に
し
た
公
開
の
討
論
を
原
理
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

性
的
な
他
者
と
相
互
に
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
。
て
(
討
論
〉
、

R
U》

の
よ
に
成
立
し
て
い
た
@
そ
の
確
信
を
支
え
て
い
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
律
的
伺
人
と
自
然
法
的
秩
序
の
存
在
で
あ
っ
た
g

し
か
し
な
が
ら
、
自
由
主
義
の
道
徳
的
基
盤
と
し
て
の
市
民
社
会
は
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
カ
げ
て
起
こ
。
た
精
符
史
上
の
大

変
動
の
中
で
崩
綾
し
て
い
。
た
巴
そ
の
原
因
の
一
つ
位
、
個
人
を
温
度
に
理
性
的
存
在
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
啓
蒙
主
義
的
人
間
観
に

対
す
る
反
動
と
し
て
拾
頭
し
て
き
た
台
マ
ン
主
義
に
、
他
の
一
つ
は
、
自
由
主
義
の
寵
識
鈴
的
基
礎
を
な
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
経
験
主
畿

そ
の
も
の
に
家
め
ら
れ
る
@
ロ
マ
ン
主
義
は
、
入
閣
の
非
合
理
的
側
商
を
童
相
侃
し
、
個
位
の
多
様
位
を
按
美
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
多

様
な
個
を
統
括
す
る
神
秘
的
、
超
越
的
な
観
念
の
実
在
を
留
め
、
そ
れ
を
絶
対
視
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
個
人
を
全
体
に
埋
没

さ
ぜ
る
と
と
に
な
や
た
巴
他
方
、
経
験
主
義
は
デ
カ
ル
ト
以
来
の
精
神
物
質
と
い
う
二
元
論
を
徹
底
化
し
て
、
自
然
を
人
間
理
性
が
働

理
性
的
個
人
が
自
己
め
外
都
へ
と
踏
み
出
し
て
ハ
公
開
性
)
、

正
義
を
安
積
物
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
啓
信

同
様
に
理

真
理
に
到
達
し

i ; 
をる
滋素
填討
しと
、し

人て
間対

早整
にす
よる
るこ
世と

富与
な能

事E
をし
樹め

手t
る自

t i 
車の

Fi 
ネに

ギし、
l て
をは
生
みこ
出の
し作
た為
がの
、論

3君
て中
そ世
れ的

需主

民
革
命
の
精
神
的
支
柱
た
る
自
然
権
の
観
念
ま
で
も
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
g

何
故
な
ら
ば
、
経
顧
主
義
的
世
界
観
は
、
中
世
的
自
然
法

を
完
全
に
否
定
す
る
た
め
に
、
窮
極
的
に
は
、
人
間
の
内
面
的
自
然
を
も
貫
い
て
い
る
摂
咽
思
し
て
の
自
然
権
を
否
定
す
る
結
果
に
陥
る
か

《一泊ヨ

ら
で
あ
る
e

こ
う
し
て
、
個
人
の
肉
面
の
神
聖
位
を
支
え
て
い
た
形
而
キ
学
的
基
盃
胞
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
自
由
主
義
が

h
H

最
大

多
一
散
の
最
大
幸
福
h
H

と
い
う
命
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
単
な
る
歓
の
論
理
へ
と
墜
落
す
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。

ハ
パ
ー
マ
ス
が
公
共
位
の
構
造
雇
換
と
睦
ん
で
い
る
も
の
も
、
時
代
的
に
信
や
や
ず
れ
る
も
の
の
大
枠
に
お
い
て
位
、
以
上
め
よ
う
な

現
象
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

間

一
八
七
三
伝
ー
に
始
ま
る
大
不
況
を
契
機
と
し
て
国
家
の
干
渉
主
義
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
国
家

が
社
会
の
領
放
へ
も
侵
入
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
・
そ
の
結
集
、
公
共
薗
と
親
密
圏
と
は
両
極
分
解
を
起
こ
す
@
他
方
、
親
密
圏
と
切
り

穫
さ
れ
た
社
会
と
国
家
と
は
梱
亙
浸
蓮
を
行
な
い
、
社
会
の
国
有
化
と
固
家
の
社
会
化
と
が
並
行
し
て
進
む
こ
と
に
な
る
・
を
と
か
ら
威



開

立
し
て
く
る
時
間
の
領
域
は
、
h
H

存
政
治
化
さ
れ
た
社
会
園
H

で
あ
3

て、

と
は
で
き
な
い
。
「
市
民
的
公
共
性
の
そ
デ
ル
は
、
公
的
領
崎
県
と
私
的
償
援
と
の
厳
し
い
分
離
を
基
事
に
し
て
お
り

と
し
て
集
合
し
た
私
人
た
ち
の
公
共
性
陪
、
国
家
を
社
会
の
要
論
と
し
て
媒
介
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
自
身
は
私
的
(
民
間
)
領
域
に
印
刷
し

て
し
た
。
し
か
し
、
公
的
領
域
と
払
的
領
域
の
交
錯
が
加
わ
る
に
つ
れ
て
、
と
の
そ

F
M
は
も
う
遣
問
さ
れ
え
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち

そ
と
に
は
、
社
会
学
的
に
も
法
律
学
的
に
も
公
私
の
刀
テ
ゴ
リ
に
は
包
摂
し
切
れ
な
い
特
殊
な
、
存
政
治
き
れ
た
社
会
商
が
成
立
し
て

れ
を
も
は
や
公
的
と
か
私
的
と
い
っ
た
言
葉
で
捉
え
る

そ
の
際
に
、
公
衆

XXVlJl 

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
申
瑚
領
械
で
は
社
会
の
圏
有
化
さ
れ
た
慣
械
と
園
家
の
社
会
化
さ
れ
た
領
域
と
が
政
治
的
に
論
議
す
る
私
人

{
M
V
 

た
ち
に
よ
っ
て
修
介
な
し
に
浸
蓋
し
合
う
@
」

a志

人
間
の
内
面
に
お
い
て
、
純
粋
に
個
人
的
な
領
域
と
政
治
的
な
領
域
と
を
峻
別
す
る
自
由
主
義
は
、
両
者
の
媒
介
項
と
し
て
の
市
民
託

会
を
移
自
足
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
政
治
恩
怨
と
し
て
成
立
し
え
な
い
。
公
共
性
を
発
嫁
す
る
場
を
常
に
確
保
し
て
お
か
な
げ
れ
ば
、
個

人
は
純
粋
に
自
分
だ
け
に
関
わ
る
領
域
へ
と
逃
げ
と
み
、
政
治
に
全
く
無
関
心
に
な
ラ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
精
巣
、
ト
ッ
ク
グ
イ

ル
が
つ
と
に
洞
察
し
た
遺
り
、
極
端
な
個
人
主
義
に
陥
り
な
が
ら
も
個
人
の
生
は
全
面
的
に
政
治
化
き
れ
る
と
い
う
現
代
人
に
特
有
の
送

《
惜

av

説
的
現
象
が
招
来
さ
れ
あ
こ
と
に
な
る
。
自
由
主
義
を
支
え
て
い
た
自
然
法
的
秩
序
が
も
は
ぞ
存
在
せ
ず
国
家
と
社
会
と
の
境
界
が
暖

隊
と
な
っ
た
今
回
公
開
の
討
論
を
還
し
て
党
派
的
利
害
を
越
え
た
合
理
的
結
論
に
到
途
し
う
る
と
い
う
自
由
主
義
の
犬
前
提
は
、
根
底

幸

治
ら
掘
り
崩
き
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。

雑学法戸神

本
欄
で
取
り
上
げ
る
パ
ン
ジ
ャ
マ
ン
ヲ
ン
ス
タ
ン
は

自
由
主
義
の
道
徳
的
基
礎
が
鑓
ら
ぎ
始
め
た
時
代
に
生
を
受
げ
た
。

そ
れ

ロ故
マ
〆被

害堅
い の
う関
新 心
しは
し、

官古
島体，ミ
の E丸

事手
手る
と可
し飽

五E
雌向
し け
た ら
とれ
いて
うし、
事 た
実。
で そ
あ の
る際

57 
ベ

EE 
i-Oま
と 十
し九
て 世
の紀
ヨに
ン 花
ス開
タ〈

を

哲
る

塁

後
の

の

量
的
側

聖
書

書
す
る

躍
で
あ
る

彼

確
か
に
人
聞
の
非

高
官

積
極
的
に
評
価
し
、
打
算
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
た
日
常
的
世
界
か
ら
の
逃
避
を
願
っ
た
・
げ
れ
ど
も
、
他
恨
の
こ
の
非
政
治
的
側
面
の
み



そ
も
そ
も
彼
の
自
由
主
畿
の
成
立
基
盤
そ
の

も
の
を
見
失
な
ヲ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
@
何
故
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
自
由
主
義
は
超
越
的
世
界

に
注
毘
す
る
な
ら
ば
、
実
践
的
政
治
家
と
し
て
の
後
を
突
き
動
か
し
た
動
機
の
み
な
ら
ず
、

と
の
突
指
慨
を
還
し
亡
成
立
す
る
神
格
的
、

あ
る
い
ほ
宗
教
的
な
共
同
体
よ
り
も
、
こ
の
現
実
の
世
界
に
足
場
を
も
っ
理
性
的
な
市
民
社
会

を
不
可
欠
な
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ヨ
ン
ス
タ
ン
が
ロ
マ
ン
主
義
の
洗
礼
を
受
げ
な
が
ら
も
、
完
全
な
非
政
槍
的
人
間
と
な
ら

自由主義の政治哲学K:to材る人聞と市民

一
貫
し
て
自
由
主
義
の
擁
護
者
で
あ
り
続
げ
た
背
景
に
は
、
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
市
民
政
治
思
想
に
寄
せ
る
深
い
理
解
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
は
、
政
治
思
想
家
ヨ
ン
ス
タ
ン
が
ど
の
程
賓
ま
で
伝
統
的
な
自
由
主
畿
的
世
界
観
を
継
承
し
て
い
る
か
と
い
う
問

題
と
、
ロ
マ
ン
主
義
者
ヨ
ン
ス
タ
ン
が
宗
教
に
寄
ぜ
た
関
心
と
を
併
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
を
再
生
さ
ぜ
る
た
め
に
伎

が
模
策
し
た
思
想
的
探
求
の
全
体
像
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
誠
み
で
あ
る
。

ず
に、

ま
ず
最
初
に
こ
れ
ま
で
簡
単
に
ふ
れ
て
き
た
自
由
主
義
の
変
質
過
程
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
個
b

の
思
想
家
に
即
し

と
跡
づ
げ
て
み
た
い
@
た
だ
し
そ
の
際
に
我
々
の
興
味
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
他
者
の
認
識
可
能
性
に
対

A
W
V
 

し
て
与
え
た
哲
学
的
解
答
と
、
断
捜
し
つ
つ
あ
る
遺
徳
め
新
た
な
基
礎
を
何
に
求
め
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
e

次
氏
第
二
章
に
お
レ
て

こ
の
目
的
の
た
め
に
、

政
治
思
想
家
と
し
て
の
コ
ン
ス
タ
シ
を
第
三
章
に
お
い
て
宗
教
思
想
家
と
し
て
の
ロ
ン
ス
タ
ン
を
論
じ
る
。
最
後
に
、
精
神
史
上
の
一

そ
れ
が
今
日
の
我
々
に
対
レ
て
も
っ
て
い
る
意
磁
を
考
え
て
み
た

大
転
図
点
に
位
置
し
て
い
る
コ
ン
ス
タ
ン
の
自
由
主
義
の
特
質
と

し、
巴

序

量

1 

E
E
F
F
E
E
S
-
E
5
1
2
l
E
Z
7
5
E
a
s
i
-
-音
量

F
E
E

S
m
s
a信
号

M
V
H
S
F
5
8
本
書
は
、
ョ
l
p
'
f
に
お
げ
る
立
宿
主
貌
の
伝
統
を
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
ヨ
1
ロ
ヲ
バ
政
治

思
偲
史
を
貫
い
て
い
る
法
の
支
配
と
い
う
観
念
の
源
況
は
ギ
り
シ
ア
都
市
圏
家
比
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
政
抽
匁
咋
と
社
会
と
が
釆
分
鑑
で
あ

a 

3舗



~" 

り
、
そ
の
よ
、
法
を
銀
う
一
専
門
家
が
存
在
し
な
沿
っ
た
た
め
に
、
法
に
よ
る
静
泊
の
監
視
と
い
う
思
想
は
根
づ
治
な
か
っ
た
な
お
、
ギ
リ
シ
ア
に

お
げ
る
公
的
領
就
と
私
的
額
撲
と
い
う
区
別
の
特
質
に
つ
い
て
詳
し
く
は
本
稿
第
四
Z
Z
に
お
い
て
ふ
れ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
白

a

g百十

5
8
h
a
M
ニ
れ
に
対
し
て
国
家
の
側
は
、
神
は
宗
教
的
極
膨
と
政
治
的
権
威
と
い
う
二
本
の
剣
を
そ
れ
ぞ
れ
教
会
と
君
主
に
お

与
え
に
な
勺
た
の
で
あ
り
、
そ
仇
故
に
両
者
は
対
等
で
あ
る
、
と
す
る
い
わ
ゆ
る

P

両
万
理
論

g
d
g
E
e
p
g
d
e
を
も
っ
て
反
撃
し
た
a

キ
リ
ス
ト
教
的
聖
喜
一
元
諭
の
下
で
、
宗
教
的
権
威
に
世
俗
旬
権
カ
を
車
肘
す
る
た
め
の
要
語
的
武
絡
を
楊
仮
し
た
も
の
は
、
し
う
ま
で
も
な
く
中

、

、

、

、

、

、

、

、

世
的
な
自
然
法
の
逗
論
で
あ
る
が
そ
乙
に
お
い
て
は
正
義
と
意
志
と
が
峻
別
さ
れ
、
正
義
は
題
性
の
先
に
照
ら
し
て
の
み
認
馳
醸
し
う
る
と
考
え
ら

《

2
〉
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れ
て
い
た
点
に
注
意
す
る
必
要
示
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
中
世
に
お
付
る
専
制
の
定
義
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
と
な
る
例
え
ば
、
ク
ュ
グ

エ
ナ

μ
は
専
制
を
H

字
奉
者
の
意
志
が
理
性
に
と
ゥ
て
代
わ
る
こ
と
e
岳

U
S
温丘一。ロ
0

4
色
E
C加
と
定
義
し
て
お
り
ポ
シ
ふ
は
そ
れ
を
E

主

権
者
の
意
志
以
外
の
如
何
な
る
注
も
存
在
し
な
い
状
懲
e
と
芳
一
え
た
U

こ
こ
に
見
ら
れ
る
中
世
的
な
理
性
観
念
は
乎
り
ヌ
ト
教
と
λ
ト
ア
主
義
と
の

銀
特
な
泊
四
栂
物
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
思
想
問
援
跡
は
+
九
世
紀
に
到
勺
て
も
、
キ
ゾ
l
等
の
理
性
主
権
と
い
う
主
張
の
中
に
見
凶
す
と
と
が
で

き
る
。
と
れ
に
対
し
て
、
中
世
ス
コ
ラ
学
の
中
で
そ
の
流
れ
を
断
た
れ
る
こ
主
が
な
か
っ
た
唯
名
論
。
主
意
主
義
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
撃
と

古志雑学法

い
う
思
想
的
大
変
動
の
後
に
前
面
に
立
ち
現
れ
る
。
そ
の
結
果
、
神
の
必
恩
恵
こ
そ
神
法
の
源
泉
で
ふ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

E

と
の
喰
名
論

戸

的
立
場
は
、
た
だ
ち
に
世
拡
托
さ
れ
て
当
時
生
成
し
つ
つ
あ
っ
た
絶
対
主
義
の
思
想
的
背
失
を
な
す
こ
と
に
な
っ
た
。
絶
対
ギ
拳
の
T
P
で
は
、
詞
主

神

の
議
声
-
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
法
の
糠
衆
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
大
m都即
A分
訂
の
走
代
歎
治
恩
想
の
下
で
主
権
£
老
著
の
意
恵
が
法
を
作
る
と
い
う
命
阻
は
動
ふ
治U
し
が

た
い
大
前
姐
提
偲
と
な
る
に
到
今
た
の
で
あ
る

@
a
(
n
a尚凶

Rロ“倒脚民
A

争待酬常拘】守
q2語号」伺句
g
句色兵品許「匂
F何
凶

宮

"ωgea」〈宅需包
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vrz…回w同

m州

g巾島
Rn岳診旨硲白
EE
刷回品自
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【色詮島舟
E戸五a官吉言ゆ

E包
M炉r

后白
aωP』め
g悶号。
4吋『

g晋置即一

体
陶
統
治
者
の
愈
怠
を
理
性
の
側
か
ら
詩
衡
す
る
こ
と
を
量
味
す
る
3

も
っ
と
も
そ
の
際
に
理
性
の
中
味
は
時
伐
に
つ
れ
て
変
遷
し
て
お
り
、
こ
の

点
を
検
討
す
る
こ
と
は
不
可
欠
な
作
業
で
あ
ろ
う
い
ず
れ
に
し
ろ
シ
Z

グ
ネ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
聖
宇
轟
の
下
で
あ
れ
、
人
民
主
権
の
下

で
あ
れ
そ
と
に
は
常
に
具
体
的
統
治
者
を
最
視
す
る
も
の
が
存
在
し
た
と
4
4
え
ら
れ
る

E

神
聖
主
権
の
場
合
の
そ
れ
は
教
会

eあ
り
、
人
民
主
畿

の
場
合
の
そ
れ
は
議
会
で
ゐ
っ
た
。
こ
う
し
て
権
力
は
、
あ
る
場
舎
に
は
世
俗
的
権
力
こ
精
神
陶
権
力
、
あ
る
絹
合
に
は
執
符
権
力
と
立
法
権
力
と



そ
れ
は
開
時
に
意
志
と
理
性
日
正
義
と
い
う
一
一
元
論
に
も
対
后
し
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
・

自
包
含
守
5
2
5
P
E
E
R
J
F
m
g
B
旨
E
E
r
e
z
e
g
g
s
g
p
P
5
2
H
a
q
ロヨ
z
v
o
E
R
E
m
Z
2
8
と
と

い
う
二
一
元
的
鯵
造
を
と
る
の
で
あ
る
が
、

主

智

ろ
で
シ
三
グ
ネ
ル
は
こ
う
し
た
権
力
の
二
元
性
が
生
じ
る
依
拠
と
し
て
主
権
者
自
身
〈
神
な
い
し
人
民
〉
は
、
自
ら
統
治
す
る
と
と
も
で
き
な

自由主義わ政恰哲学とお付る人闘と市民

け
れ
ば
、
実
際
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
た
権
力
ハ
看
ま
な
い
し
行
政
権
力
〕
を
自
E
際
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
事
実
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、

直
修
毘
主
主
識
的
な
色
影
h
z

帯
ぴ
た
人
民
主
権
の
下
で
は
、
主
権
者
と
具
体
的
統
治
者
と
の
特
融
が
生

τな
い
た
め
に
、
道
徳
的
理
性
的
監
視
者
の

存
在
す
る
余
地
が
残
き
れ
な
い
こ
と
に
な
る
w
y
T
の
一
般
畠
恩
恵
と
い
う
観
念
の
も
コ
塑
性
と
意
志
と
の
独
特
の
給
舎
に
、
寂
々
は
そ
の
理
諭
的

反
山
吹
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
十
九
世
紀
の
代
表
的
な
人
民
主
権
益
者
の
ラ
ム
ネ
ー
に
と
っ
て
人
民
の
無
諺
也
と
い
う
神
首
長
不
可
欠
で
あ
今

た
の
も
こ
の
放
で
あ
る
。

(
S〉

E
E色町一回
F

E
。
彩
色

5
a
r
e
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冨
面

Z
Z
M待
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HO唱

F
a
b
-
H
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色
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と
し
て
の
自

自
主
義
の
役
務
』
、
剣
一
元
社
九
十
九
頁
v
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『
良
心
は
全
陣
偽
造
の
要
宕
で
あ
る
・
秩
序
は
潜
在
的
に
は
、
す
べ
て
の
個
人
を
超
越
ず
る
諸
糞
理
と
諮
価
値
に
具
体
化
さ
れ
る
治
、
冷
静
で
容
観

的
な
理
佳
の
み
が
こ
の
潜
在
的
秩
序
を
化
し
て
現
実
的
な
も
の
た
ら
し
め
る
こ
と
カ
で
き
る

E

法
は
一
個
の
翠
懇
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に

、、

は
具
体
的
窓
怠
と
具
体
的
た
祥
動
と
を
必
要
と
す
る

E

そ
れ
は
個
人
の
意
志
に
よ
っ
て
充
編
さ
れ
る
の
を
を
ま
っ
て
b
る
形
式
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

‘

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

良
心
の
み
が
個
人
に
対
し
て
利
益
の
命
令
よ
り
も
理
性
の
命
令
に
従
ち
よ
う
に
命
ず
る
こ
の
よ
う
な
法
概
念
の
基
礎
に
は
良
心
が
あ
り
、
個
人

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、

の
良
心
性
の
上
に
、
秩
序
と
無
秩
序
と
の
何
れ
を
逮
ぷ
か
が
泊
か
う
て
い
る
・
」

Q
E
a

同
吋
邦
釈
二
十
七
頁
)

5 

え
口
昆
隆
司
〉
ロ
」
『
宮
凶

mmSE話
-mAM崎
町

g
-
2
m
a唱
。
民

RA凶

C
E
S
E
Q
F
g
a
思
想
八
邦
訳
「
民
主
主
畿
の
本
貨
同
未
来
社
)

リ
ン
ゼ
イ
は
、
民
主
主
義
の
業
本
陶
原
濯
を
。
公
開
の
耐
弘
前
み
と
い
う
理
性
的
t
Z院
に
よ
る
普
遁
的
真
鍾
の
発
見
に
求
め
な
が
一

phて
そ
れ
が
多
紛
震

に
よ
る
同
意
と
い
う
い
わ
ば
数
の
酷
翠
と
両
立
し
う
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
政
治
体
が
筏
本
的
に
は
，
集
い
の
意
識
第
塁
。
え
宮
内
包
巨
M
?

と
伎
が
呼
ぶ
器
密
な
雰
園
田
測
に
満
た
さ
れ
て
し
る
こ
と

i

を
挙
げ
る
そ
の
原
型
は
言
句
ま
で
も
な
く
セ
ク
ト
を
包
ん
で
い
た
宗
教
的
厳
稀
で
あ
る
・

「
宗
教
的
共
同
社
会
の
目
的
は
、
共
同
生
活
と
か
共
同
活
動
あ
る
い
は
共
同
経
験
三
い
っ
た
重
禁
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
実
感
し
坦
b
竪
す
る
こ
と
の
で

幻1



四

き
な
し
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
た
だ
そ
の
社
会
の
内
か
ら
の
み
知
ら
れ
う
る
と
こ
ろ
の
釘
掛
か
で
あ
り
ま
す
己
〔
邦
訳
八
十
二
頁
)
リ
ン
ゼ

イ
は
今
日
の
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
セ
タ
ト
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
，
公
共
心
に
富
ん
だ
自
発
的
集
団
e
に
注
盲
し
て
い
る
。

う
d

た
主

張
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
ト
ッ
タ
タ
イ
ル
の
結
社
視
で
あ
る

XXVIn 

(
6
)
岡
島

R
B
B
H
旬
町
長
官

4ze-常
時

ohhmshgokwra-一
固
定
温
宮
両
呂
田
智
回
目
旦
同
四
時
同

5
a
R
Z
a匂
vgH句邑
zoznO金
混
同

B
E
P

Z
2
3
n
e
お
お
翁
釈
『
公
ハ
奇
怪
の
構
造
転
挨
」
、
未
来
社
U

ハ
パ
ー
マ
ス
は
、
本
書
に
お
い
て
g

公
共
性
e
k
レ
う
言
灘
の
多
義
性
ψ
決
心
則
し

た
後
に
、
資
本
主
義
の
、
そ
し
て
政
治
的
に
は
自
由
主
義
の
発
達
の
結
果
と
し
て
登
場
す
る
、
個
人
と
国
家
と
の
媒
介
作
用
手
特
に
考
察
の
中
心
に

鋸
え
る

E

そ
れ
飲
、
こ
の
意
味
で
の
，
公
持
栓
e
島

T

e
市
民
社
会
a
は、

A
T
八
盤
石
杷
か
ら
ぜ
い
ぜ
い
ト
九
世
紀
の
前
半
ま
で
し
か
克
実
に
は
存
在
し

な
か
っ
た
と
こ
ろ
の

つ
の
歴
史
的
方
テ
ゴ
リ
1
と
じ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

p
パ
ー
マ
ス
は
、
，
私
的
町
慣
紙
円
規
密
圏

公
共
圏
〕

公

aち

的
優
説
e
と
い
う
例
式
を
た
て
て
お
り
、
本
舗
に
お
い
て
も
こ
の
図
式
を
参
考
に
す
る

こ
の
図
式
は
，
鋼
人
1
聖
な
る
共
同
体
l
国
家
e
と
い

維

う
ア
タ
タ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
の
紐
俗
化
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
令
た
だ
し
量
な
る
共
同
体
と
国
家
と
の
聞
に
は
完
全
な
断
絶
が
あ
る
@

学

7 
ν 

法

世
俗
的
政
府
の
悔
恨
威
を
一
抑
制

す
る
権
利
は
、
純
粋
に
世
俗
的
な
形
で
奈
寸
え
っ
た
凶
市
民
社
会
に
お
W
る
受
高
の
道
徳
的
利
益
の
代
表
と
し
て
、
議
会
は
か
つ
て
は
敏
会
の
権
威
に

よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
た
政
治
的
磁
鍾
を
引
き
つ
ぐ
こ
と
を
奈
俵
な
く
さ
れ
た
・
一
〈

d
Fま一旨一

a
a
)

「
家
族
は
自
白
意
志
に
基
づ
き
、
自
由
な
街
々
人
に
よ
っ
て
創
始
き
れ
、
強
制
な
し
に
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
ラ
に
見
え
る
自
尚
意
志
、
愛
の
共

伺
係
、
教
委
、
ー
ー
と
の
三
つ
の
契
機
は
入
間
性
そ
の
も
の
に
本
臭
の
も
の
で
あ
る
と
授
か
れ
て
、
ま
こ
と
に
そ
の
絶
対
的
地
位
を
は
じ
め
て
形
成

す
る
マ
ニ
テ
1
ト
の
価
概
念
へ
と
結
集
す
る
。
」
ヌ
パ
1
d
y
t
邦
訳
六
十
己
貢
)

「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
吋
る
至
高
の
道
徳
的
利
益
の
代
表
と
し
て
、
中
世
の
教
会
が
伝
終
的
に
保
持
し
て
い
た
、

戸神

8 
ハ
9 
v 

ρ
パ
ー
マ
ス
は
公
共
性
の
発
遣
を
、
J

具
刷
局
的
公
枯
れ
姥
苫
司

a
g
a
E
S
G野
自
己
望
。

Z
R
r

g市
民
的
公
共
性

ZMD曳
w
a
E。
Q
P
E
E
n耳
a
r
の
コ
一
段
階
に
分
付
て
現
僻
し
て
い
る
。
，
具
現
的
公
共
性
4

ば
宮
蚕
食
援
の
社
交
界
に
お
い

て
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
じ
て
、
，
文
芸
的
公
共
性
e
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
彦
脅
景
に
し
て
、
商
品
と
な
っ
た
文
化
を
め
ぐ
3

て
形
成
さ

H文
芸
的
公
共
佐
】
E】常
S
Z
O邑
g
岳
昼
夜

HF

れ
る
も
の
で
あ
る
・
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ノ
パ
ー
マ
ス
、
邦
訳
J

十一

t
一一頁。

(uv 
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二
二
五
頁
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〉

R
m長
田
宮

n
a
p
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鳴
草
書
官
困

nv守
町
注
目
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宮

MM個。
-
a
z
g
a
q
-
E己
E
S
E
-
z
z
p
図

E
E一
也
叡
(
邦
訳
『
商
代
代
議
会
主
義

の
精
神
民
雨
量
位
、
」
み
す
ず
書
量
的
。

( 

" v 

経
験
主
義
の
興
隆
が
形
而
上
学
的
問
題
へ
の
無
関
心
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ノ
ロ
ク
E

M
前
渇
書
館
三
孟
を
穆
煎
せ
よ

d

自由主畿の政治哲学におげるメ周と市民

( 

" ) 

ハ
パ
ー
マ
ヌ
、
邦
釈
二
三
ニ
買
@

〈
き
こ
の
現
象
の
原
因
を
ハ
パ
マ
ス
は
資
本
主
義
の
深
化
と
そ
れ
に
件
な
う
市
民
社
会
の
拶
賓
と
い
う
経
済
挙
的
方
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
今
て
解
明
し
て

い
る
の
だ
が
、
勿
論
、
純
粋
介
雇
忽
史
の
立
場
か
ら
の
プ
プ

D
l
チ
も
百
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
由
主
義
そ
の
も
の
の
哲
学
的
基
礎
の
崩
様
、
ロ

マ
ン
主
畿
に
よ
る
臼
由
主
規
の
捗
貸
、
民
主
主
貌
と
自
由
主
義
の
栂
租
雪
多
様
込
側
面
が
一
包
摂
l
yな
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
は
こ
の
摂
震
に
い

さ
き
カ
な
り
と
も
答
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
か
る
。

" 
言
ろ
ま
で
も
な
〈
、
シ
品
ミ
ヲ
ト
の
陵
会
支
援
批
判
の
根
細
胞
は
こ
の
点
に
あ
る
が
、

は
、
法
温
停
の
替
選
也
は
私
生
活
留
の
自
立
監
に
よ
り
可
能
と
な
っ
て
い
た
が
、
宮
家
と
社
会
の
栂
互
接
訴
定
よ
り
そ
の
私
生
活
圏
諒
解
消
さ
れ
る
に

つ
れ
て
、
論
議
す
る
私
人
た
ち
か
ら
な
る
比
較
的
関
蛍
の
公
衆
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
も
ゆ
る
が
さ
れ
た
ロ
血
縁
き
れ
た
私
的
禍
害
の
聞
の
銃
争
が
、

公
共
住
の
中
へ
侵
入
し
て
く
る
@
今
日
で
は
合
理
的
討
論
の
代
わ
り
に
、
鋭
合
す
る
利
害
の
五
木
威
行
動
が
現
れ
る
二
《
邦
訳
二
三
五
頁
v

政
治
的
見
象
と
は
常
に
複
数
の
人
聞
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
以
よ
、
政
治
思
想
の
出
発
点
は
ま
ず
他
車
粛
を
露
議
す
る
司
飽

牲
に
求
め
ら
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
し
。
本
来
、
ヨ
ロ
ツ
パ
政
治
屋
想
史
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
へ
の
健
袋
は
そ
の
自
然
法
の
観
念
の
中
に
与
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
除
で
近
代
的
政
消
学
の
誕
生
が
自
然
法
か
ら
自
然
体
的
則
へ
の
転
固
と
歓
を
一
に
し
て
い
た
の
も
首
肯
し
う
る
と
と
ろ

で
あ
る
@
ボ
ル
グ
ナ
ク
の
労
作
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
鮮
か
な
介
析
を
提
供
し
て
い
る
が
、
次
の
-
一
口
議
は
こ
の
膨
大
な
著
作
貫
く
緩
ま
的
視
点
を
場

的
に
物
繕
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
二
各
時
代
の
認
隊
画
耐
明
茸
概
念
は
必
ず
や
自
然
法
則
惟
の
血
概
念
の
健
像
だ
と
し
う
こ
と
・

(
g
z
z
E
r
F

O
R
C
V
R
m
g伺
S
E
F
g
e
M富
良
旨

g
a邑
E
S
d
f
E区
ロ
司
自
民
包

F
M
S
y
h
w
r
a
邦
訳
『
川
均
建
的
世
界
像
か
ら
市
民
的
甚
葬

" 〉

ハ
パ
マ
ス
も
同
様
の
指
摘
を
行
な
っ
て
し
る
。
か
つ
て

盟
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像
へ
、
』
一

O
九
頁
)
そ
れ
故
、
各
政
治
思
想
に
お
吋
る
省
然
像
内
自
然
法
概
念
》
l
Z
議
鈴
的
緩
念
l
他
者
の
認
識
可
飽
位
と
い
う
三
者
め
相
室
作

用
を
、
理
性
と
い
う
キ
1

2

シ
セ
プ
ト
の
下
で
解
明
す
る
と
い
う
政
治
思
穂
更
も
可
佐
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
切
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に

触
発
さ
れ
つ
つ
、
中
祉
の
崩
凶
岐
に
始
ま
り
啓
蒙
五
震
や
ロ
マ
シ
主
義
を
へ
て
今
日
の
科
学
的
実
証
主
義
万
能
の
時
代
に
到
る
巨
犬
な
ヨ

P

V

バ政

治
恩
忽
史
の
ご
く
一
部
に
、
そ
の
方
法
婦
の
具
体
的
適
用
を
猷
み
た
も
の
で
あ
る
。

.. 
掌

イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
罷
議
諭
的
基
礎

xxvm 

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
自
由
主
義
が
最
も
顕
著
な
発
展
を
み
た
理
由
と
し
て
は
様
々
な
点
が
考
え
ら
れ
る
が
、
中
で
も
経
験
主
義
と
か
う

思
想
的
伝
統
は
重
要
で
あ
る
・
経
験
主
義
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
付
る
生
得
観
念
と
い
う
中
世
的
残
浮
を
徹
底
的
に
否
定
し
、
認
裁
を
す
べ

て
経
験
に
還
完
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
a

同
時
に
、
本
来
の
経
験
主
義
は
、
人
間
の
寵
機
能
カ
の
限
界
を
承
認
し
、
そ
の
範
囲
を
感
性
界

に
限
定
す
る
。
精
神
界
と
物
質
界
と
を
貢
一
く
越
感
性
的
自
然
法
は
、
自
然
界
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
自
然
法
則
へ
と

現
象
化
さ
れ
る
傾
向
が
現
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
既
に
中
世
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
ゆ
に
区
胎
し
て
拘
り
、
近
世
に
な
9

て
か
ら
ホ
フ

一
切
の
形
而
よ
学
的
色
彩
を
剥
ぎ
取
っ
た
自

蕗雑学法

プ
ス
に
よ
り
大
揺
に
倒
押
し
進
め
ら
れ
だ
a

ホ
ッ
プ
ス
は
認
識
の
源
泉
を
感
覚
の
み
に
求
め
、

戸神
然
的
存
在
と
し
て
の
人
隔
を
出
発
点
と
し
て
、
機
械
慨
論
的
構
築
物
と
し
て
の
園
家
を
機
忽
し
た
。
認
識
の
源
泉
を
感
覚
の
み
に
限
定
す
る

こ
と
は
、
入
閣
が
“
理
性
の
光
H

を
通
し
て
神
の
叡
知
を
直
観
す
る
能
力
を
杏
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
こ
と
は
た
だ
ち
に
道
福
の

基
礎
を
唆
味
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
ホ
タ
プ
ス
以
降
、
神
学
と
道
徳
の
幸
福
な
調
和
は
も
は
ぞ
自
明
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
道
徳
の

(
1
u
 

基
雇
を
求
め
て
多
様
な
試
み
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
固

自
凶
主
義
の
定
礎
者
た
る
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、

ホ
ッ
プ
ス
に
み
ら
れ
た
急
進
的
な
感
覚
一
元
論
は
再
び
影
を
ひ
そ
め
て
い
る
。
彼
は

単
純
観
念
の
源
泉
を
、
H
外
的
可
感
的
事
物
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
観
察
μ
と、

M
自
ら
知
覚
し
内
省
す
る
心
の
内
的
作
用
に
つ
い
て
行
な

わ
れ
る
観
察
白
の
二
つ
に
求
め
る
。

感
覚
と
並
ん
で
内
省
と
い
う
源
東
を
認
め
た
こ
と
が

E
w
v

タ
の
経
鹸
主
義
を
暖
隊
な
る
も
の
に



し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ジ
ョ
シ
ロ
ッ
ク
問
題
と
も
い
う
べ
き
も
の
、
す
な
わ
ち
、
「
人
間
知
性
論
』
に
お
げ
る
経
験
主
義
的
立
場
と

『
政
府
歯
』
に
お

η
る
合
理
主
義
的
立
喝
と
い
う
矛
肩
、
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
固
政
治
思
想
に
お
い
て
純
粋
に
経
験
主
義
の
枠

内
に
と
と
ま
ら
ず
に
、
自
然
権
と
い
う
超
感
性
的
な
規
範
概
念
を
中
心
に
纏
え
ざ
る
を
え
な
か
り
た
よ
う
に
、
彼
は
道
橘
に
お
い
て
も
、

時
と
所
に
よ
。
て
異
な
る
道
徳
の
不
安
定
さ
に
あ
き
た
ら
ず
、
齢
証
的
道
徳
な
る
も
の
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
。
た
。

自由主義に政治哲学乙おげるλ周と市民

し
か
し
な
が
ら
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
観
念
か
ら
演
縛
さ
れ
た
道
徳
は
、
デ
カ
ル
ト
の
数
学
的
道
徳
と
同
様
に
、
人
商
社
会
を
真
に
内

面
か
ら
律
す
る
規
範
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
者
を
、
認
識
の
単
な
る
物
理
的
対
象
と
し
て
援
え
る
の
で
は
な
く
、
自
己
と
同
じ
精
神

的
世
界
に
住
ま
う
も
の
と
し
て
相
互
に
内
函
的
コ
ミ
畠
ニ
グ
1
シ
ョ
ン
を
は
か
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
道
徳
は
成
立
す
る
巴
そ
れ
故
、
純

粋
な
経
験
主
義
的
認
識
論
に
よ
。
て
道
徳
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
遍
し
て
も
、
ア
プ
リ
才
リ
な
観
念
の
体
系
と
し
て
そ
れ
を
組
み
立
て

量E
t量

豊;

喜善
<<に
す血

E主

回生

量A
4 す

i i 
の現

童言
E長

E 
芸

道
徳
が
自
他
の
肉
的
コ
ミ
晃
一
一
ク
1
シ
胃
シ
の
手
段
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
道
衝
を
考
察
す
る
者
は
ま
ず
他
宥
を
如
何
に
認
識
す
る

か
と
い
う
悶
雇
に
解
答
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
@
京
章
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
定
礎
岩
た
る
ロ
ヲ
タ
の
経
験
主
畿
の
中

に
こ
の
問
題
の
出
発
点
を
繰
り
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
修
正
を
施
さ
れ
な
が
ら
も
、
謝
料
キ
轟
に
お
い
て
-
つ
の
帰
結
に
到
達
す
る
ま
で
を

索
婚
し
て
み
た
い

第

節

ロ
ヲ
ク

間

、
、
、
、
、
、

E

ヲ
ク
は
初
期
の
論
文
『
自
然
法
飴
』
に
お
い
て
、
神
の
法
の
客
観
的
安
在
を
認
め
、
そ
れ
を
発
見
す
べ
き
対
象
と
考
え
て
い
た
・
勿

論
問
、
そ
こ
で
偲
定
さ
れ
て
い
た
神
の
法
と
は
、
今
日
な
ら
ば
我
々
が
白
革
法
則
と
評
仰
が
よ
う
な
理
科
盆
的
自
然
法
で
は
な
く
、
中
世
合
理

主
義
の
伝
統
を
儲
ま
え
た
、
神
学
的
色
彩
の
穣
い
自
然
法
で
あ
ヮ
た
・
そ
れ
故
、
そ
の
思
想
的
出
発
点
に
お
い
て
既
に
U

ツ
ク
は
、
ホ
ク

宮》

プ
ス
の
徴
蕗
し
た
唯
名
論
的
立
掲
げ
恥
対
し
て
、
実
奪
詩
的
要
素
を
も
ヨ
て
い
た
と
言
え
よ
う
酌
や
が
て
ロ
ヲ
ク
は
、
神
の
法
を
人
聞
が
理



描

性
的
に
認
識
し
う
る
可
能
性
に
疑
い
を
抱
き
、
人
闘
の
認
識
し
う
る
範
囲
を
厳
密
に
限
定
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
る
q

伎
は
、
注
意

「ヨ}

深
く
神
語
ら
与
え
ら
れ
た

n
理
性
の
光
ρ
と
し
て
の
啓
示
に
よ
る
認
識
の
可
能
性
の
余
地
を
残
し
な
が
ら
も
、
ト
人
間
の
認
識
の
源
泉
を
外

界
か
ら
の
感
性
的
経
験
に
求
め
る
@
そ
の
背
最
に
は
、
神
か
ら
発
し
、
人
潤
か
ら
木
右
に
到
る
ま
で
の
森
羅
万
象
を
買
い
て
い
る
自
然
法

eま tと
い対
ま サ
だ る

由自
語長
わ索
ヲし
た

告書
観 と

京童
認 と
め を
ら 峻
れ別
て し
し、"
る ヂ
fこカ

めル
に卜

哲

E告
は横
管た
にわ
神っ
とて
のい

思売
をし
前泊
提 し
に な
し が
てら

E J 
のカ

自t
の に

E f 
性 て

を
主
張
し
え
た
a

そ
こ
で
は
、
入
閣
主
観
の
完
全
ほ
能
動
牲
が
実
現
さ
れ
て
お
ら
ず

い
つ
で
も
中
世
的
実
在
論
へ
と
逆
戻
り
す
る
契
機

日 VlII

が
ば
ら
ま
れ
て
い
た
a

人
聞
の
心
を
白
紙
と
考
え
生
得
観
念
を
否
定
す
る
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
を
ま
ヲ
て
は
じ
め
て
、
温
帯
神
と
物
質
、
主
観

で
4
-

と
客
観
と
は
完
全
に
分
断
さ
れ
、
自
然
を
人
闘
が
働
き
か
付
る
素
材
と
見
な
す
近
代
自
然
科
学
的
思
考
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が

〔

5〕

u
u
y

タ
は
生
得
観
念
を
完
全
に
否
定
し
、
心
を
H
文
字
を
金
〈
欠
い
た
白
紙
で
、
観
念
は
す
こ
し
も
な
い
M

と
想
定
す
る
e

こ
こ
で
概

念
と
し
う
言
桑
で
意
味
さ
れ
て
し
る
も
の
は
、
ゲ
心
象
、
思
念
、
形
象
の
意
味
す
る
一
切
を
、
思
考
に
際
し
て
心
カ
だ

?と

ず
さ
わ
る
こ
と
の
で
さ
る
一
切
μ
で
あ
る
a

誌雑

言
い
換
え
る
と
、

学法

心
が
観
念
を
備
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

戸

た
だ
経
験
を
通
し
て
の
み
で
あ
る
。
「
}
の
経
験
に
私
た
ち
の
一
切
の
知
識
は
根
底
を
も
ち
、

《

7〕

こ
の
経
験
か
ら
一
切
の
知
識
は
繕
極
的
に
由
来
す
る
。
」
彼
は
概
念
を
単
純
観
念
と
複
雄
伊
告
と
に
分
類
す
る
。
単
純
観
念
の
源
泉
は
、

ハ島》

感
覚
と
内
省
で
あ
る
・
こ
の
段
階
で
は
知
性
ほ
い
ま
だ
受
動
的
に
外
界
の
印
象
を
受
付
か
れ
る
だ
M

円
で
あ
る
。
「
こ
の
部
分
で
は

神

知
性

は
た
だ
た
だ
受
動
的
で
あ
り
、
知
性
が
〔
観
念
と
い
う
〕
あ
の
始
ま
り
、

か
わ
ば
知
識
の
材
料
を
も
つ
だ
ろ
う
か
ど
う
だ
ろ
う
か
、
そ
う

私
た
ち
を
取
り
囲
む
物
体
が
諸
器
官
を
様
々
に
感
発
す
る
と
き
、
心
は
印
鑑
を
い
や
応

一9
~

な
し
に
受
付
取
っ
て
、
こ
の
印
銘
に
結
び
つ
も
た
観
念
の
知
覚
を
避

η
る
こ
と
カ
で
き
な
い
の
で
あ
る
」

複
雑
観
念
は
、
単
純
樹
概
念
の
機
械
的
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
J
}
の
段
階
で
知
性
は
は
じ
め
て
能
動
的
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
a

「心

は
そ
の
す
べ
て
の
単
純
観
念
を
受
げ
取
る
に
あ
だ
っ
て
、
ま
っ
た
く
受
動
的
で
あ
る
が
、
ま
た
、
心
自
身
の
働
き
を
色
々
と
発
動
さ
せ

い
う
こ
と
は
知
性
自
身
の
カ
能
に
な
い
e



、mv

て
、
単
純
観
念
以
外
の
観
主
を
、
そ
の
材
桝
で
あ
り
綬
底
で
あ
る
単
純
観
念
か
ら
形
成
す
る
。
」
複
雑
観
念
は
こ
の
よ
う
に
し
て
無
数
に

(uv 

作
り
ち
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
H
様
相
μ
、
H
実
体
μ
、
υ関
係
仰
の
い
ず
れ
か
に
分
頬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
諸
観
念
を
駆

使
し
て
、
人
聞
は
高
度
な
知
的
活
動
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
詳
し
《
ロ
V

タ
の
認
識
論
を
説
明
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

重
要
な
ニ
と
は
、
H
人
間
知
性
論
』
に
お
い
て

自陶主義i~政治哲学におげる人間と市民

想
定
さ
れ
て
い
る
人
間
が
、
外
界
か
ら
の
感
覚
的
刺
激
に
ひ
た
す
る
受
動
的
に
反
応
し
て
単
純
観
念
を
作
り
上
げ
た
後
に
、
そ
れ
ら
を
鑑

動
的
に
自
在
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
勺
て
高
度
な
知
的
作
業
を
正
行
な
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
@
つ
ま
り
、
人
聞
は
内
省
す
る
段

階
で
は
じ
め
て
自
然
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
能
動
的
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
ロ
ロ
ク
タ
に
お
げ
る
幻
想
偉
的
人
間
hu

と
は
、
自
然
界
で
感

覚
ず
る
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
道
徳
界
で
反
省
す
る
人
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ロ
ッ
ク
が
人
間
理
性
の
認
識
し
う
る
範
圏
を
厳
密

に
限
定
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
伎
は
げ
つ
し
て
人
間
を
感
覚
的
刺
激
だ
げ
に
よ
っ
て
生
き
る
受
動
的
、
非
反
省
的
存
在
へ
と
疑
め
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
か
っ
た
固
人
聞
は
優
動
的
に
観
念
を
操
っ
て
自
然
界
以
外
の
不
可
視
の
世
界
を
も
怒
識
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
ロ
ッ

ク
的
人
聞
の
主
休
位
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
人
間
が
単
な
る

ν知
覚
の
東
仰
に
な
ら
ず
に
、
観
念
を
手
段
と
し
て
駆
使
グ
る

こ
と
に
よ
φ

て
外
界
に
積
極
的
に
働
き
か
げ
て
か
く
た
め
に
は
、
個
人
の
内
面
に
自
然
界
を
超
越
し
、
そ
れ
を
統
御
す
る
核
と
も
い
う
べ

き
も
の
が
存
在
し
て
い
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
『
人
間
知
性
論
』
に
お
い
て
そ
の
こ
と
が
明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
発
見
で
き
な
く

て
も

ロ
ッ
ク
は
そ
れ
を
躍
黙
の
う
ち
に
肉
提
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

」
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

即

感
性
的
性
格
と
『
政
府
論
』
に
お
げ

き

る
合
理
主
義
的
、
抽
象
的
位
格
の
関
の
矛
盾
と
U
う
同
盟
も
、
そ
れ
ほ
と
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
な
る
e

確
か
に
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
政

治
思
忽
を
H
自
然
権
。
な
る
ア
・
プ
り
オ
り
な
概
念
の
土
に
構
築
し
て
い
る
。
し
か
し
、
三
の
よ
う
な
方
向
は
、
彼
が
『
人
周
知
性
論
』

に
お
い
て
入
閣
を
感
性
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
飽
動
的
、
進
徳
的
存
在
と
し
て
規
定
し
た
と
き
に
、
既
に
充
分
に
予
想
し
え
た
は
ず

充
血
穴
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
『
人
間
知
性
論
』
に
お
付
る
経
験
主
義
的
、

で
あ
る
@
何
故
な
ら
ば
、
彼
は
経
験
的
知
性
の
認
訟
し
う
る
範
図
を
限
定
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
、

そ
れ
以
外
の
領
域
に
お
げ
る
趨
経



3お

験
主
義
的
認
識
の
可
能
怯
を
保
持
レ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
・
こ
の
こ
と
は
彼
の
道
徳
思
想
を
倹
粛
す
る
際
に
、
ま
ず
留
意
す
べ
き
点
で
あ

る

ロ
ッ
ク
は
、
生
待
機
念
を
否
定
し
た
『
人
間
知
性
議
』
第
}
巻
の
第
三
章
に
お
い
て
、
生
信
仰
の
実
践
的
原
理
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
強

は調
人し
問 て
tJl ~ 

量t

応器
じ 、

五蓄
のが
上時

"と
た所
使に

ii 
に 々

す な
ぎも
なの
いで
とあ
断る
じこ
ると

喜重
?か

t t 
'1.-G' 
R れ
問う
座 る

が t
~ <;: 

て昔
神、の
のと
御 こ
手ろ

5語
っと

て
直
接
に
私
た
ち
の
心
へ
印
銘
さ
れ
た
と
し
た
ら
、

そ
ん
な
こ
と
〔
道
徳
綴
則
に
つ
い
て
の
象
様
な
説
が
存
在
す
る
と
と
〕
は
あ
る
は
ず

XXVIlI 

が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
・

疑
い
も
な
く
多
く
の
人
は
道
語
規
則
を
胸
の
底
に
書
き
つ

ηら
れ
ず
と
も
、
他
の
事
物
を
知
る
よ
う
に
な

やる

量の
と

の同

君主
か方
らで
闘い

じく
心つ
にか
なの

ii 
f員
@意

そし
うて
し、

たこ
信の
条規
は則
どの

詰喜
どを

f宇
品管
らる
れよ
たう
にに
ぜな
よる
、だ

良ろ
心う

品J
かた
ぜ教
る育
のや
に焚
役友

aE 雑

立
つ
だ
ろ
う
a

良
心
と
は
、
私
た
ち
自
身
の
行
動
の
道
徳
的
方
正
ま
た
は
劣
悪
に
関
す
る
私
た
ち
自
身
の
臆
見
な
い
し
判
断
に
他
な
ら
な

へuv

い
a
」
ご
こ
に
お
い
て
既
に
ロ
ヲ
タ
は
、
自
然
法
的
、
合
理
主
義
的
道
徳
を
も
は
や
全
面
的
に
は
受
け
容
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に

は
後
に
功
利
主
義
の
下
で
大
胆
に
展
開
さ
れ
た
功
利
的
道
徳
の
萌
芽
す
ら
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
・
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
人
聞
の
認
訟

を
経
験
論
的
に
検
証
し
た
結
果
、
人
間
を
快
楽
主
義
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
円
カ
後
の
中
で
強
ま
。
た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
・
何
故
な
ら
ば
、
人
聞
の
認
識
の
源
泉
を
す
べ
て
感
性
的
感
覚
に
還
元
す
る
立
場
を
押
し
進
め
れ
ば
、
人
聞
は
外
界
の
函
数
と

学法戸神

し
て
快
普
と
い
う
モ
チ
グ
孟

T

ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
自
由
に
操
作
し
う
る
ア
ト
ム
け
れ
す
ぎ
な
〈
な
る
か
ら
で
あ
る
・

ロ
ッ
ク
は
い
ま
だ
功
利
主
義
者
た
ち
の
よ
う
に
効
用
念
集
始
的
に
計
算
し
う
る
と
す
る
極
端
な
快
楽
主
義
的
人
間
観
に
ま
で

、

、

、

、

、

、

、

は
到
達
し
て
お
ら
す
、
自
然
法
的
道
徳
の
経
験
化
を
試
み
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
伎
が
人
間
の
行
動
の
正
邪
の
基
準
と
し
て
、

(
U
V
 

H
神
法
仰
や
M

市
民
法
仰
と
並
ん
で

h

世
論
h
M

を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
証
左
で
あ
る
P

「
善
量
は
既
に
明
ま
し
て
お
い
た
よ
う
に
快

た
だ
し

普

他

f・z
ら
r・z
U 

あ
る

" 私
た
ち

快
苦

E 
じ
た
り

棄
し
た
り
す
る
も
gラ
に

他
な
ら

な

し
て
み

る
と

量
的
に

雪
~ 



は
惑
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
有
意
行
動
が
或
る
法
と
、
す
な
わ
ち
立
法
者
の
意
志
と
力
能
と
に
基
づ
い
て
私
た
ち
に
善
ま
た
怯
悪
を
も

た
ら
す
よ
う
な
法
と
、
合
致
す
る
か
不
一
致
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
法
を
遵
守
し
た
り
破
っ
た
り
す
る
こ
と
に
立
法
者

の
判
決
に
よ
ヲ
て
伴
な
う
善
悪
決
誓
が
、
私
た
ち
の
賞
罰
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
人
々
が
向
分
た
ち
の
行
動
を
準
拠

さ
ぜ
て
行
動
の
方
正
か
不
方
正
か
を
判
定
す
る
法
は
、

自由主義の政治哲学におけるλ聞と市民

次
の
三
つ
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
恩
わ
れ
る

九
時
》

三
、
世
論
な
い
し
は
世
評
の
法
と
呼
ん
で
よ
ω
り
れ
ば
そ
う
し
た
法
g

」
こ
の

H
世
評
の
法
。
と
は
、
ロ
ッ
ク
が
世
界
各
地
の
風
習
や
風
俗

を
経
験
前
に
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
共
岡
体
に
お
け
る
様
々
な
制
或
手
段
の
存
在
を
学
び
と
っ
た
結
果
、
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

一
、
制
作
法
a

ニ
、
市
民
法
。

人る

白視
己点

量主
催え
にれ

Tq 
し我
て々

EE 
規ニ
律に
を彼
行の

号命
と観
いの
う変
啓化

主且
義る
的こ
人と
聞が
観で
がさ

ま売
にす
返な
さわ

代
わこ

てで

信
念存
の在

量2
と個

し
て
互
い
に
製
肘
し
合
う
人
聞
に
対
す
る
、
よ
り
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
魁
識
が
打
ち
山
さ
れ
て
い
る
・
「
円
世
間
一
般
の
〕
推
挙
や
不
評
が
人

々
を
そ
の
交
わ
る
人
た
ち
の
世
論
と
規
則
に
適
応
き
ぜ
る
強
い
動
機
で
な
い
と
想
像
す
る
者
は
、
人
類
の
本
位
あ
る
い
は
事
象
記
述
に
ほ

《
叫
問
)

と
ん
ど
練
達
し
て
い
な
し
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
己
一
般
に
啓
説
家
主
義
的
自
然
権
擁
語
読
者
と
し
て
の
側
副
ば
か
り
が
強
調
さ

れ
て
い
る
司
ツ
ク
が

ヒ
品

1

ム
に
先
駆
付
て
社
会
の
歴
史
主
義
的
認
識
に
め
ざ
め
て
い
た
と
い
う
事
実
は
幽
興
味
深
い
。
さ
ら
に
道
徳
恩

回
中
正
司
民
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
早
く
も
ロ
タ
ク
の
中
に
道
徳
感
情
と
い
う
十
八
世

《げ
u

紀
的
思
考
が
暗
Z

不
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
e

ロ
ッ
ク
は
、
道
徳
の
最
終
的
根
拠
を
納
付
に
求
め
る
自
然
法
附
恩
考
の
み
な
ら

ず
、
そ
れ
を
人
間
相
互
の
関
係
そ
の
も
の
に
求
め
る
現
実
的
思
考
に
も
理
解
を
Z

不
し
て
し
だ
か
ら
で
あ
る
a

想
史
の
中
で
彼
を
位
置
づ
り
た
と
き
、

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
現
実
の
中
で
作
り
よ
げ
ら
れ
て
き
た
道
徳
は
、

ま
い
、
普
遍
位
を
も
つ
こ
と
は
難
し
い
巴

そ
の
根
拠
が
結
局
は
暖
珠
な
人
間
関
係
の
中
に
消
滅
し
て
し

ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
な

n
実
証
的
道
徳
μ

の
不
安
定
住
を
遊
付
る
た
め
に

H
論
証
的
遺
徳
H

を

醐

主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
明
断
で
絶
対
碓
突
な
命
短
か
ら
数
学
的
に
演
縛
さ
れ
る
道
徳
体
系
で
あ
る
a

ロ
ッ
ク
自
身
の
認
識
論
に
即
し
て
述

べ
る
な
ら
ば
、
感
覚
的
に
認
識
し
え
ず
と
も
肉
省
に
よ
り
得
ら
れ
た
単
純
視
念
八
後
が
単
純
観
念
の
源
泉
と
し
て
感
覚
と
並
ん
で
内
省
を



回

(mv 

挙
げ
た
こ
と
が
こ
こ
で
重
要
な
意
味
を
も
。
て
く
る
)
治
ら
形
成
さ
れ
る
衿
及
び
参
々
自
身
に
つ
い
て
の
複
雑
観
念
を
基
礎
に
し
て
、
絶

カ
能
・
慈
愛
・
知
恵
で
無
限
介
、
私
た
ち
が
作
品

対
確
実
で
普
遍
住
を
も
っ
た
導
徳
体
系
が
噂
さ
幽
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
い
っ
た
い
、

で
あ
り
依
存
す
る
、
金
百
一
の
も
の
の
観
念
と
、
知
位
を
も
っ
刷
理
知
的
な
も
の
と
し
て
の
私
た
ち
自
身
の
観
念
と
は
、
私
た
ち
の
う
ち
で
明

断
な
も
の
だ
か
ら
、
も
し
適
正
に
考
察
し
追
求
す
れ
ば
、
道
徳
も
諭
証
で
き
る
学
の
聞
に
置
け
る
よ
う
な
、
私
た
ち
の
義
務
行
動
の
規

則
の
根
底
を
供
与
し
た
だ
ろ
う
と
私
は
想
つ
@
そ
と
で
は

xxvm 

証
さ

る

と
が
で
き

E草
ろの
う帰

二a

詰円
よ E
うう
" し『札」

抗
て 弁
作マも

やさ
れた

斜
里語
『本}と

よ。
て

かル自
らト明

者gi 
て的か

道ら

i害事
で怨正
後起の
岩さ尺
とせ度
異るが
なが

。前

書吉
す人
る間

色量
ヂに

1富
トし

機る

語習
的と

i i 
立の

F霊
てと

を

事富
のに

i F 
i i ヂ

ヵ

06 学

的
論
証
に
よ
り
説
明
し
う
る
と
考
え
、
数
学
的
道
徳
は
こ
の
確
信
の
道
徳
に
対
す
る
実
践
的
適
用
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

ク
は
道
徳
問
題
に
経
験
科
学
を
遡
閉
す
る
こ
と
を
諦
め
、
逆
に
純
粋
に
人
間
内
都
の
内
省
作
用
を
還
し
て
、
人
間
的
事
象
に
闘
し
て
は
普

(
却
】

遍
的
妥
当
性
を
も
っ
道
徳
を
構
鱒
す
る
こ
と
を
命
図
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
背
後
に
は
、
受
動
的
な
感
覚
す
る
人
間
と
能

動
的
な
怠
志
す
る
人
間
と
か
う
二
重
機
造
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
人
間
観
が
揺
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
や
が
て
現
象
界
と
物
自
体
の
世
界
と

の
峻
別
の
ょ
に
自
己
の
道
徳
哲
学
を
品
樹
立
し
た
カ
ン
ト
へ
と
受
付
継
が
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
前
述
U

た
『
人
間
対
性
硲
』
と
『
政
府
議
』
と
の
珂
の
矛
盾
と
い
う
関
彊
に
契
る
な
ら
ば
、
実
は
『
人
間
知
也
論
』
の
中
に
既

に
経
験
主
義
的
立
場
と
合
理
主
議
的
立
喝
カ
と
も
に
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
後
の
道
徳
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解

司

ヲ

維法戸神

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
e

旨
ッ
タ
は
、
道
徳
と
い
う
人
間
的
事
象
に
賄
側
し
て
は
、
外
的
経
験
と
は
ま
っ
た
く
切
り
離
し
て
合
理
主
義
的
に
認

殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
a

で
は
問
機
に
人
間
的
事
象
で
あ
る
統
治
の
問
題
に
つ

い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
e

「
統
治
の
概
念
は
一
定
の
規
則
な
い
し
法
、

私
は
数
学
の
ど
の
命
匿
の
真
理
と
も
同
じ
よ
う
に
、

す
な
わ
ち
そ
れ
へ
の
合
致
を
要
求
す
る
一
定
の
規
則
な
い
し
法

に
基
づ
く
社
会
の
確
立
で
あ
り
、

】
の
命
撞
〔
H
統
治
予
で
は
絶
対
の
自
由
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《
紅
)

は
存
在
し
な
い
H

〕
の
真
理
を
絶
対
確
実
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
・
」
論
証
的
道
徳
が
紳
に
つ
い
て
の
観
念
を
出
発
点
に
し
て
諦

観
念
相
互
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
作
ら
れ
る
よ
う
に
統
治
鎗
も
自
然
権
と
い
う
絶
対
確
実
な
観
念
を
基
雇
に
し
て
合
理
主
義
的
に
築
き
上

〔
叩
包

げ
ら
れ
る
。
九
人
関
知
也
車
内
部
に
お
付
る
経
験
主
義
的
立
場
と
合
理
主
義
的
立
場
と
の
混
在
が
決
し
て
矛
盾
で
は
な
〈
、
人
闘
の
認

険
飽
力
の
限
界
及
ぴ
能
動
的
存
在
と
し
て
の
人
聞
の
主
体
性
に
つ
い
て
の
自
覚
を
反
欧
し
た
も
の
で
あ
る
L
Pて
す
れ
ば
、
『
政
府
論
』
は
、

ま
さ
し
く
中
世
的
精
神
か
ら
解
放
さ
れ
新
た
な
認
識
論
両
基
礎
を
与
え
ら
れ
た
近
代
的
個
人
の
所
産
で
あ
る
と
言
え
よ
う
回

ロ
ッ
ク
は
政
治
社
会
す
な
わ
ち
国
家
と
宮
町
民
社
会
と
を
明
援
に
区
別
し
て
い
な
い
。
彼
は
自
然
状
態
を
、
ホ
ッ
プ
ス
の
よ
う
に
万
人
の

万
人
に
対
す
る
闘
争
状
態
と
は
考
え
な
か
っ
た
し
、
ル
ジ
の
よ
ろ
に
各
人
が
完
全
に
自
己
に
充
足
し
て
相
互
の
失
慌
を
も
た
な
い
状
態

、

、

、

、

、

、

、

、

、

と
も
考
え
な
か
っ
た
。
「
人
々
が
理
性
に
従
っ
て
エ
聞
に
生
活
し
、
し
か
も
彼
ら
の
聞
を
裁
く
権
限
を
備
え
た
共
通
の
優
越
者
を
地
上
に

A
m
u
v
 

も
た
な
か
状
慮
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
自
然
の
状
惣
で
あ
る
@
」
共
還
の
優
越
者
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義
に
お
し
て
は
‘

人
聞
は
白
然
状
態
泊
ら

い
ま
だ
国
家
と
個
人
と
を
媒
介
す
る
非
政
治
的

市
民
社
会
に
つ
い
て
の
明
確
な
規
定
は
存
守
忙
し
な
い
い
と
言
え
る

E

後
の
自
然
状
態
観
に
髭
み
て
、
我
々
は
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
政
治
体
の
基

礎
を
な
す
共
同
休
を
自
然
状
態
と
日
凡
な
す
こ
と
が
砕
き
れ
よ
う
a

こ
の
自
然
状
態
に
お
い
て
人
々
は
H
理
性
に
従
今
て
生
帯
し
て
い
る
。

た
だ
ち
に
政
治
社
会
へ
と
入
っ
て
い
く
そ
れ
故
、

と
伎
が
断
言
す
る
背
景
を
探
る
と
き
次
の
二
点
に
着
用
す
べ
き
で
あ
る
s

一
つ
は
伎
の
経
験
主
義
な
他
者
の
認
識
で
あ
り
、
他
の
一
つ

は
既
越
し
た
後
の
論
証
的
道
稀
で
あ
る
。

経
験
主
義
は
、
主
観
l
客
観
の
二
元
論
的
思
議
を
キ
人
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
感
覚
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
対
象
に
つ
し
て
の
観

念
を
主
観
カ
飽
動
的
に
操
作
し
て
そ
の
対
象
を
認
識
し
て
し
く
と
い
う
立
場
で
あ
る
@
人
間
関
係
に
こ
れ
を
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
他

者
は
常
に
観
察
者
に
よ
っ
て
事
物
色
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
人
間
相
互
の
肉
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

1
シ

冨

ぺ

M' 

書警
にす
例れ
をば
と、

f書
見の
て相

1i 
.泊

ロ 不
ブ可
ク 絶
命と と

とな
っり
て、

喜望
とは
は観
、念

人の
問モ

" ヲ戸共ィ
同 タ
休に

長里
氏さ
すれ
るて
た理
め解
のさ
手れ

空売
しこ
ての
神点
ょを
りロ
与ヲ
え ク
らの
れ者



~， 
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色

、

、

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
言
語
は
あ
く
ま
で
も
観
念
の
伝
達
手
段
で
あ
り
、
人
聞
は
観
念
を
媒
介
羊
段
に
し
C
相
互
に
結
び
つ

H

と
い
う
文
章
の
一
つ
の
意
味
は

こ
の
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「い
分 て
節い
菅る
に こ
加と
え に
て な
次る
の

" 
EF 
さ.~

従
Eっ
芯 て
=ー

さ書
長喜

し
す

わ
ち

人
間
tま
忍

う
し

音
を
内
的

霊
の

号
と
し
て
依
用
で
き

そ

XXVIII 

の
音
を
槙
印
と
し
て
自
分
自
身
の
心
の
観
念
を
こ
の
音
に
表
さ
ぜ
る
こ
と
が
で
き
る
ζ
と
を
必
要
と
し
た
。
そ
う
で
き
る
こ
と
で
心
の
内

2v 

の
観
念
は
他
人
に
知
ら
さ
れ
、
人
々
の
心
の
恩
惟
は
一
人
か
ら
他
の
人
へ
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
己
ロ
ッ
ク
の
言
語
論

、、

は
、
ル

y
l
の
そ
れ
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
よ
く
そ
の
他
特
質
が
理
解
さ
れ
る
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
ほ
、
雪
量
制
と
は
観
念
で

、、

は
な
く
情
念
の
伝
達
手
段
な
の
で
あ
り
、
入
閣
が
本
来
も
っ
て
い
る
内
的
生
命
力
の
遊
り
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
の
考
え
る
真

正
の
言
語
と
は
音
声
言
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
字
で
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
情
念
の
伝
達
手
段
か
ら
概
念
の
伝
達
字
段
へ
の

av 

変
質
を
意
嘘
唱
し
て
お
り
、
彼
に
と
ワ
て
堕
落
に
等
し
い
勺
こ
の
よ
う
な
言
語
観
が
、
周
知
の
文
化
に
対
す
る
彼
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
関
連
し

て
い
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。

Z喜報当幹法

次
に
ロ
ヲ
ク
の
論
証
的
道
徳
に
つ
い
て
も
阿
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
論
語
的
道
徳
と
は
、
感
覚
界
と
切
り
能
さ
れ

た
観
念
の
体
系
で
あ
る
a

そ
れ
は
、
現
実
の
人
聞
の
生
き
隼
き
と
し
た
生
活
感
情
か
ら
は
意
識
的
に
還
去
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
道

徳
が
人
間
相
互
の
内
的
コ
ミ
ュ
ニ
グ
1
シ
司
J
J

を
可
能
な
ら
し
め
る
一
種
の
潤
滑
剤
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
論
証
的
道
徳
が
よ
〈
そ
の

役
割
を
果
た
し
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
e

要
す
る
に
、
ロ
ッ
タ
の
人
間
続
や
道
徳
観
に
は
、
今
日
の
我
々
が
直
面
し
て
い
る
根
本

戸神

的
問
題
の
萌
芽
が
既
に
し
て
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
@
現
代
社
会
に
お
b
て
は
、
人
間
相
互
の
関
係
が
孝
副
的
で
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
と
な

不り
安

51 
懲し
にた
陥人

ii 
るの

固Q 中
敢むで
え 倒
て 人

?は他
者

るか
な ら
ら対

i主主
今さ
目 れ

の る

童2
喜5
のり
時自
代己
をの

き?
るデ
人 ン
閏 テ
のイ

高t
の I

E皇
は 失
、し

遠
く存

i自

紅
経
験
主
義
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
@
十
八
世
紀
に
は
皐
く
も
ル
ソ
が
こ
れ
に
酸
い
い
を
挑
ん
だ
自
ら
を
H
引
き
裂
か
れ
た
魂
b

と

呼
ん
だ
ル
ソ
ー
は
、
彼
の
全
著
作
を
還
し
て
自
己
の
ア
イ
ヂ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
団
復
し
、
自
己
と
他
者
と
の
真
の
コ
ミ
Z

ニ
グ
1
シ
ョ
ン



問主
主手
不プヲ
可途
能を

E君
、続

5員
個家
人で
は あ
必。
然た

に 後
楕の

fi 
重出

喜買
を は
強

工霊
れに
る 満
、ち

と た

V君
事芸
品E
喜由
識栢

Z E 
9 真
た の
。感

ス
タ
ロ
ハ
ン
ス
キ
の
卓
抜
し
た
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
存
在
と
外
見
と
が
二
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
一
枚
の

N
グ
Z
1

ル
M

が
真
実
の
感
情
を
お
お
い
隠
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
ル
ソ
ー
が
つ
き
あ
た
っ
た
ま
ず
第
一
の
末

F
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
税
明
と

《

nv

彼
が
そ
ニ
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
と
を
願
っ
て
い
る
不
幸
な
の
で
あ
る
a
」
こ
う

原
因
と
を
探
ろ
う
と

F
る
受
容
し
が
た
い
事
実
で
あ
り

自由主犠わ致結持砕き立におりる人間と市民

れし
てて
お人
〈間

主雪
，<の
あ真
ろの
う精

a 神

zE 
守山

ーを

む空
助ぞ
任 Aν
司
祭千
Eの
1見，.

言語
円高
;恒が

自警
に.

る
述の
ベ

で
ら

吾 E
心が

EZ 
ミE

と
し
て
の
後
の

霊
論

ふ

ル
y
l
は
白
ツ
ク
的
な
経

験
主
義
の
立
場
を
と
り
、
事
物
の
実
体
は
経
験
的
に
は
起
識
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。

念
の
集
覆
を
実
体
と
呼
ぶ
。
そ
れ
故
、
実
体
と
は
純
粋
に
観
念
的
立
産
物
で
あ
る
。

ロ
ツ
タ
は
感
覚
的
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
単
純
観

ロ
ッ
ク
の
論
証
的
道
徳
も
ま
た
感
覚
的
要
素
を
一
切

含
ま
な
い
内
省
の
産
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ル
ソ
ー
の
場
合
は
ど
う
か
巴
再
び
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
の
言
葉
を
借
り
よ
う
。
「
ル
ソ

、
、
、
、
、
、

は
、
人
間
的
な
本
牲
に
グ

?
t
ル
を
脱
が
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
物
質
的
な
世
界
と
事
物
の
物
質
的
本
質
を
様
成
し

て
い
る
実
体
的
な
現
実
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
大
そ
れ
た
願
望
を
と
も
な
っ
た
探
求
を
助
畏
す
る
】
と
に
は
慎
重
な
の
で
あ
る
。

マ
ル
プ
ラ
ン
二
及
び
ロ
ヲ
ク
の
経
験
論
の
教
訓
か
ら
、
彼
は

U
事
物
の
中
に
μ
H

歯
さ
れ
た
真
理
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
架
空
の

我
々
の
概
念
、
我
々
の
感

【羽
v

覚
1

あ
る
い
は
我
々
の
感
情
の
中
に
の
み
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り

l
lす
な
わ
ち
意
識
の
中
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
己
こ
う
し
て

探
求
で
あ
る
と
い
う
経
験
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
り

我
々
に
と
っ
て
は

近
づ
き
う
る
唯
一
の
真
理
は

的

語
論

出
発

ら

重
量， 

不
可
知
論
の

聖
免
れ

る
道
を

人
聞
の

語
的
側
面

を
よ
り
重
視
す
る
立
場
に
見
山
し
た
@

彼
の
こ
の
感
情
第
一
主
義
は
や
が
て
ク
グ
イ
カ
ル
な
社
会
思
想
へ
と
結
実
し
て
し
く
の
で
あ
る

'" 
泊、

台
ツ
ク
の
衣
鉢
を
継
い
だ
イ
ギ
り
ス
の
恩
縁
家
た
ち
も
ま
た
、
仰
の
道
信
思
想
を
補
う
た
め
の
手
が
カ
り
を
入
閣
の
感
情
の
中
に
発

見
す
る
と
ζ

に
な
る



'" 

第

節

ヒ
品

l
ム

道
徳
の
宗
教
的
基
礎
が
揺
ら
ぎ
始
め
た
時
代
に

ロ
ッ
ク
は
経
験
主
義
的
審
議
論
に
虫
掬
し
て
論
証
的
道
徳
の
教
税
金
展
開
し
た
。
し

治、

し、

そ
れ
は
純
粋
に
観
念
的
な
構
築
物
で
あ
り
、
世
界
を
超
越
す
る
実
体
と
し
て
の
神
に
も
、
現
実
の
人
聞
の
生
活
感
情
に
も
援
を
も

ロ
タ
ク
以
降
め
道
徳
思
想
家
た

ち た

霊長

if 
効個
カ人
をの
与主

2額

出
量員
長官
号事
様る

よ露
試を
み は
をら
h ん
な で
うい
こ た
と
に そ
な れ
つ放
た

れ

t 
ハ、
世
紀
を
影
る
諮

XXVI1l 

道
徳
思
想
は
、
す
べ
て
ヒ
ュ
ム
へ
と
流
れ
と
み
、

そ
こ
か
ら
再
び
十
九
世
紀
の
諸
支
洗
と
な
。
て
流
れ
出
す
の
で
あ
る
a

信

そ
の
論
註
的
道
徳
に
つ
い
て
は
鋭
い
批
判
を
浴
び
ぜ
る
ロ
そ
の
副
産
自
は
す

ぐ
れ
て
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
。
伎
は
思
弁
約
一
哲
学
と
笑
践
的
哲
学
と
を
区
別
し
た
よ
で
、
道
徳
哲
学
を
後
者
に
分
類
す
る
a

後
に
よ
れ

ば
、
人
間
を
実
践
へ
と
駆
り
立
て
る
も
の
は
、
塑
性
的
推
論
で
は
な
く
情
念
で
あ
る
@
そ
れ
故
、
道
需
の
基
礎
も
理
怯
的
推
論
に
す
な

ヒ
Z
T
ム
は
ロ
V

ク
の
認
識
論
を
機
ね
継
掌
し
な
が
ら
も
、

純法

理情
知念
のに

主義
ま主
よほ
うす
な
〔し
行て
動み
やれ

塁q

s霊
〕は

f理知
泊、

主T
かる

rE 
とが
断で
じき
てな
持い
つ道
こ理
左に
ヵ、な
でる
さ ・し
な何年
い放恰
かな泣
らら立
でま
あ既 ζ
るに.

聞広 「

i著門書
官tlまたは

開通行

革管 t聖

わ

ち

ロ
ブ
ク
に
お
げ
る
よ
う
な
ア
・
プ
リ
方
リ
な
観
念
の
休
系
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

当F戸

喚
起
し
、
行
動
を
生
ん
だ
り
防
止
し
た
り
す
る
e

し
か
る
に
、
翠
知
自
身
は
こ
の
点
に
お
い
て
ま
。
だ
く
無
俗
で
あ
る

ハ
相
川
》

の
し
ろ
U
ろ
な
規
則
は
理
知
の
結
論
で
は
な
い
J

神

う
し
て
道
徳
の
翠
位
的
基
礎
を
否
定
し
た
ヒ
ュ

l
ム
は

そ
れ
に
代
わ
台
て

H
道
徳
感
覚

B
R回目

aggh"
を
そ
の
基
礎
に
指
え

つる

t」
」

令指 O 

Eさ

霊事
色是
桐~

逼と
れは
:ミ理

主埋
る '
γ み
コ?に

主宅
;t 
Z聾
尺手
間 れ
者ぱ、

" 惹鎮
超定容
す り
九 比
~較
るの
即み
象に
な 4，、。
し 1
0ま

事
ち
}ζ 

よ
る
の
で
な
け

れ
tま
な

発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
.
従

念ら
治、"
のい

ずけ
れだ
泊、し
で、

主義
的

従方

ミE
後 敗
者と
のに

ま厚
はる
前我
者々
のの
承 決
E限定
せは
ぎ
る明
をか
えに
な知
い覚

きi
あ

ると

そろ
れで
放

i i 
は覚
、Jま
判印
定象
き カト
れ観



る
と
い
う
よ
り
も
、

百
三

一
層
適
切
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
己
こ
の
H
道
徳
感
覚
μ
と
い
う
観
念
は
、

道
容
を
客
観
的
に
保
証
す
る
実

体
の
存
在
が
も
は
や
自
明
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
十
八
世
紅
に
、
道
福
の
器
磁
を
個
人
の
内
面
に
求
め
よ
う
と
し
て
様
々
な
論
者
が
主

自由主義の政治哲学にを制?る入』聞と市民

E

訴
し
た
当
時
流
汗
の
恩
銀
で
あ
。
た
@
例
え
ば
、
シ
守
フ
ツ
ベ
リ
は
自
然
を
神
格
化
す
る
と
問
時
に
、
人
潤
の
内
面
的
自
然
の
中
に
人
間

を
善
へ
と
場
く
H

翠
性
的
情
動
h
H

の
存
在
を
極
め
、
道
徳
に
自
然
宗
教
的
、
汎
神
論
的
基
礎
を
与
え
た
。
こ
う
し
て
シ
句
ア
ツ
ペ
リ
は
、

〔担
ν

刀
道
徳
感
覚
μ

け
を
主
張
す
る
論
者
た
ち
の
先
駆
者
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
@
玄
た
ノ
チ
ソ
シ
は
、
シ
マ
ア
ッ
パ
り
と
は
異
な
っ

て
、
か
な
り
人
格
的
な
創
造
神
を
前
提
し
た
よ
で
、
公
共
著
と
い
う
目
的
原
因
を
め
ぎ
す
H
道
語
感
覚
h"
が
、
こ
の
創
造
神
に
よ
り
人
間

《
詞
ν

本
牲
に
与
え
わ
れ
て
い
る
と
者
え
た
@

三
ム
自
異

一
七
四

O
年
三
月
十
六
日
付
の
ハ
チ
ン
シ
宛
書
簡
に
お
い
て
、
後
と
同
様
の
考
え
を
も
う
て
い
る
回
目
を
言
明
し
て
し

ヒ
ュ
ム
の
“
道
徳
感
覚
h"
は
、
こ
れ
ら
の
論
者
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
宗
教
的
色
彩
を
婚
ぴ
て
は
お
ら
ず
、
む
し

ろ
冷
静
な
人
間
観
察
に
基
づ
く
認
識
輸
に
依
拠
し
て
い
る
。
ヒ

Z
I
ム
に
よ
れ
ば
、

H
道
信
感
覚
。
は
他
者
の
あ
る
状
態
に
つ
い
て
の

、
号
、

“
印
象
N

に
よ
っ
て
心
の
肉
に
惹
起
さ
れ
る
つ
ま
り
、
そ
れ
は
人
闘
相
互
の
感
情
的
コ
ミ
ユ
ヱ
グ
l
y
B

ン
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能

る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ヒと
ユな
1 る
ム。

に人
は問
、の
そ満
も動
そ力
もの
ロ源
ツ泉
クを
と
凶 Jγ

且塑
な f

fで
5ま

人守
閥、
も H

I込町

君子
互に
現求

昌め

事長
在念
と。

君主
るな
傾る
向 H

が町
備象
わの
つ淡
てい

た監

さi
よま
うし
@た

そ
れ
放
に
ま
た
彼
は
人
間
相
互
の
エ
そ
シ
ヨ
ナ
ル
な
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
。
こ
の
人
間
相
主
の
感
情
的
コ
ミ

7
一グ
1
シ
曹
ン
を
ヒ

ユ

ム

は

H
同
感
昌
男
官
長

7
と
呼
ぶ
e

「
お
よ
そ
人
問
本
位
の
ち
ち
で
、
そ
れ
自
身
に
も
ま
た
そ
の
結
果
に
お
い
て
も
、
最
も
顕
著

な
佐
賀
と
い
え
ば
他
人
に
同
感
す
る
向
勝
、
す
な
わ
ち
、
他
人
の
心
的
傾
性
や
心
持
ち
が
我
々
自
身
の
そ
れ
と
い
治
ほ
ど
異
な
っ
て
い

~; 

て
も
、
い
や
反
対
で
さ
え
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
他
人
の
心
的
傾
佐
や
心
持
ち
を
焚
感
伝
達

E
回
目

E
-
n
a
g固
に

E
9
て
受
け
取
る
向
勝
、

《

u
m
v

と
れ
に
勝
る
も
の
は
な
い
。
」
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
る
同
感
を
筒
潔
に
述
べ
る
な
ら
ば
、

外
的
標
欲
、

て
他
者
の
情
念
に
つ
い
て
の
観
念
を
摂
取
し
、
自
己
の
心
の
中
で
そ
の
観
念
を
印
象
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
と
同
じ
情
念

す
な
わ
ち
顔
の
表
情
や
会
轄
を
通
し



醐

へお

を
自
己
の
内
部
に
作
り
出
す
作
周
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ヒ
ュ
ム
に
お
い
て
は
岡
慮
は
明
確
な
認
識
論
的
説
明
を
与
え
ら
れ
て
い
る
巴

そ
の
中
心
に
あ
る
も
の
は
、

M
H

観
念
速

作会
周防

Z R 
る耳
カ:sE

o 
m 
M 

e 
m 
a 
H 

と
し、

う
考

え
方
で
あ

究

そ
も
そ
も
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
指
摘
さ
れ
た
心
的

観
念
連
合
と
は

そ
れ
は
や
が
て
功
利
主
義
心
理
学
の
中
で
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
的
事
象
を
説
明
す
る
/
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
決
定
的
役
割
を
前
じ
る
こ
と
に
な
る

E

観
念
連
合
と
は
、
あ
る
観
念
を
契
機
と

こ
れ
を
認
識
論
の
中
心
に
据
え
た
の
ぼ
ヒ
込
ム
の
貢
績
で
あ
る
の

XXVIII 

し

τ次
冷
と
関
速
す
る
観
念
が
導
き
出
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
結
合
し
て
一
つ
の
全
体
を
形
成
す
る
作
用
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
逆
に
い
か
な
る

複
雑
な
心
理
過
程
も
、

hz弘
似
の
単
純
な
桐
念
の
組
み
合
わ
ぜ
へ
と
分
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
背
後
に
は
、

余情

あ
ら
ゆ
る
珂
象
を
引
カ
に
よ
り
結
び
つ
げ
ら
れ
た
最
小
単
位
の
組
み
合
わ
ぜ
へ
と
事
冗
し
よ
う
と
す
る

2
8
S
2
Z
2
2
世
界
観
が
横
た
わ
4

て
い
る
。

U
)
 

ヒ
品
ム
は
、
観
念
連
合
を
悲
き
起
こ
す
房
因
と
し
て
、
H

類
似
H

h

η

時
間
的
場
所
的
接
近
ヘ

M

因
果
関
係
μ
の
三
つ
を
挙
げ
る
。

a喜

ニ
z

t

r

ン
的
、

分
子
論
的

学法

同
感
が
生
じ
る
の
も
こ
れ
ら
三
つ
の
原
因
に
よ
る
@
「
人
間
本
性
の
一
般
的
類
似
に
加
え
て
、

我
々
の
挙
止
や
性
格
や
さ
ら
に
ま
た
園
オ

戸

。〉

長
ち
を
完
墜
に

伝

手
る

は
接

自
治、

望書
求

ZZ 
。ヘ人，.が
し我

や
言
語
に
特
異
な
相
似
が
あ
る
と
き
、
こ
の
相
似
は
同
感
を
促
進
す
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
他
人
の
心
持
ち
は
、

神

々
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
と
き
、

ほ
と
ん
ど
影
響
が
な
い

か
し
、
こ
れ
ら
“
領
似
u
bヤ
ゲ
接
亙
h
H

以
上
に
ヒ

Z
T
ム
が
重
視
す
る
の
は
、
H

図
果
関
係
μ
で
あ
る
a

前
述
し
た
と
こ
ろ
の
、
ゲ
観
念
↓

印
象
h
H

と
い
う
同
感
を
構
成
す
る
メ
カ
ユ
ス
ム
が
生
じ
る
た
め
に
は
、

H
我
々
が
同
感
す
る
情
緒
の
安
在
性
を
承
履
き
せ
る
原
因
結
果

nnu 

の
関
係
仰
が
存
在
レ
な
付
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
枝
々
が
他
者
に
同
感
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
他
者
宅
明
磁
に
副
附
議
し
て

ハ〕

い
な
付
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
ル
ソ

1
の
H
憐
み

M
M
E
F
と
い
う
観
念
と
対
照
し

て
み
た
と
き
、
そ
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
固

μ

憐
み
り
"
と
は
、
自
然
状
態
に
お
付
る
人
問
、
す
な
わ
ち
、
完
全
に
自
己
に
充
足
し
て
お

り
他
者
と
は
一
切
の
関
わ
り
合
い
を
も
た
な
い
入
閣
に
こ
そ
、
最
も
純
粋
な
形
で
繍
わ
っ
て
い
る
感
情
で
ゐ
る
e

つ
ま
り
、
そ
れ
は
他
者



、
、
、
、

を
他
a岩
羽
と
し
て
明
弛
諸
惜
に
畠
意
鳳
蛤
談
献
す
る
以
前
の
、
也
子
反
省
的
情
念
な
の
で
あ
り
、
理
性
的
裏
素
の
介
入
す
る
余
地
を
全
く
残
し
て
は
い
な
い
純

粋
に
感
性
的
な
心
の
動
き
な
の
で
あ
る
・
「
一
切
の
反
省
に
先
立
つ
自
然
の
純
粋
な
感
情
の
動
き
で
あ
り
、

ど
ん
な
に
肉
去
抽
附
し
た
風
俗
と

向
精
の
念
は
、
側
で
見
て
い
る
動
物
が
昔
し
む
動
物
と
よ
り
親
し
く
一
体
と

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
力
強
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
回
と
こ
ろ
で
こ
の
一
体
化
は
携
逗
の
状
盤
よ
り
も
自
然
状
態
に
お
付
る
方
が

ず
っ
と
緊
密
だ
っ
た
に
違
い
な
い
と
と
は
明
白
で
あ
る
。
官
憐
み

L決
し
て

ν自
己
愛

Z
E
T
a
Hと
矛
盾
す
る
も
の
で
は

し
え
ど
も
礎
獲
す
る
の
が
困
難
な
自
然
の
憐
み
の
カ

自由主義の政荷台哲学におげる人聞と市民

な
i
v
g
H
自
己
愛
hH

は
、
他
者
を
前
に
し
て
虚
栄
心
を
か
き
た
て
ら
れ
た
入
院
の
も
つ

H
自
尊
心

ωョ
。
号
喝
さ
U
H
P

と
は
厳
密
に
区
別

一
方
で
グ
E

デ
ィ
ク
ス
や
プ

1
フ
エ
ン
ド
ル
フ
と
し
っ
た
大
陸
自
然
法
論
者
が

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
婦
か
ら
ル
ソ
!
は
、

道警毒
く あ し
人つデ
為たィ

的 η ド

童書 E
だ感受
，寛げ
ら U 継
でをが
あもれ
る斥た

l:t 11 

る襲
何性
紛"

なの
ら寝

叫事
ル伶

?手
}こる

よと
オもと
ばも
、に

両
者他
と方

主で
は

会十
(/) I ~ 

中世
で紀
生ィ
き~
てリ
し、ス

品、事
官:喜
入、の
閥、中
の心
み概

ル
ソ
は
、
自
然
状
態
に
生
き
る
入
閣
の

H
自
然
的
善
位
げ

E
尽

E
E
B
-
=
p
を
発
条
源
と
し

て
、
あ
の
革
命
的
政
治
思
想
を
篠
き
ょ
げ
だ
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ヒ
ュ
ム
の
司
麟
概
念
は
、

そ
の
出
発
点
に
お
い
て
既
に
他
者
を
明
確
に
認
識
し
た
も
の
で
あ
。
た
。
そ
の
よ
そ
の

EL 
とニ
い ズ
うム
情を
念、 H

の、印

南:F
O手、

J4 
"- ii' 

ム"

Eま
ヵ、"
誇 智
らの

i i 
べよ
て の

区事
fE 
に い
、て

t:F 
iji 
とと

量f
品S
J5能
町 で

しあ
，る

る
グコ
で
あ

そ
れ
飲

る
'" 

M
H

理
性
は
楕
念
の
奴
緯
で
あ
る
ん
H

と
考
え
た
と
ナ
l
i
h
は
、
人
聞
の
行
動
を
窮
極

的
に
規
定
し
て
し
る
の
は
快
苦
の
感
覚
で
ゐ
る
と
し
て
、
道
徳
的
善
悪
の
基
準
を
快
を
与
え
る
か
否
か
と
い
う
点
に
求
め
る
@
「
道
徳
的

善
悪
を
知
ら
ぜ
両
者
を
特
色
づ
げ
る
印
象
は
、
あ
る
特
燥
な
佼
苦
に
他
均
ら
な
い
。
お
よ
そ
徳
の
感
を
も
っ
と
は
、
あ
る
性
格
の

、
、
、

(
M
M
U

熟
察
か
ら
あ
る
特
殊
な
種
類
の
満
足
を
盛
じ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
」
前
述
し
た
よ
う
に
、

最
後
に
ヒ
3

A

の
道
徳
思
想
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

道
徳
を
解
念
で
は
な
く
情
念
に
よ
台
て
募



抽

礎
づ
け
た
ヒ
品

l
ム
は
、
そ
の
情
念
の
中
で
も
最
も
自
然
な
も
の
と
し
て
、
入
閣
に
と
っ
て
快
で
あ
る
一
一
つ
の
情
念
、

己
心
H
と

υ制
限
さ
れ
た
寛
仁

-E町一需品胸
0
5
8
a
q
H
(自
己
に
親
し
い
も
の
へ
の
愛
情
)
と
を
挙
げ
る
@
彼
は
、
正
義
の
起
源
を
、

こ
れ
ら

η
利
己
必
M

と

H制
限
き
れ
た
寛
仁
H
と
い
う
内
的
条
件
と
、
げ
人
々
の
要
求
に
対
す
る
自
然
の
備
え
の
寡
少

H
と
い
う
外
的
条

件
と
の
結
合
に
求
め
る
。
「
公
共
的
利
ぷ
警
の
顧
慮
、
す
な
わ
ち
、
強
く
か
っ
広
汎
な
仁
愛
は
、
ー
正
義
の
諸
規
則
を
遵
守
き
ぜ
る
表
伺
の
根

す
な
わ
ち
、

M
H

利

源
的
動
機
で
は
な
い

正
義
の
感
は
理
知
を
根
底
と
し
な
い

換
言
す
れ
ば

永
遠
不
易
で
人
々
に
普
遍
的
責
務
を
課
す
よ
ろ

そ
れ
放
、
正
義
の
法
を
確
立
さ
ぜ
る
も
の
は
、
我
々
自
身
の

な
、
観
念
闘
の
あ
る
結
合
な
い
し
関
係
の
発
見
を
根
底
と
し
な
い

XXVIII 

利
害
及
び
公
共
的
利
害
へ
の
配
慮
で
あ
り
た
。

と
こ
ろ
で
ま
た
、
こ
の
配
慮
を
我
々
に
さ
位
る
も
の
は
、
観
念
の
関
係
で
は
な
く
、
印
象

な
い
し
心
持
ち
で
あ
る
@
け
だ
し
、
こ
の
印
象
な
い
し
心
持
ち
が
な
げ
れ
ば
、
自
然
の
万
物
は
我
々
に
完
全
に
無
関
係
で
、
我
々
の
心
を

九
日
句
V

少
し
で
も
動
か
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
己
道
徳
が
侠
曹
を
も
た
ら
す
情
念
に
基
づ
い
て
い
る
た
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の

a 雑

道
徳
の
社
会
的
有
効
性
を
支
え
て
い
る
認
識
論
的
基
盤
は
、
同
感
と
い
う
心
理
作
用
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
感
を
適
し
て
相
宜

学

に
情
念
を
焚
一
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

人
閣
の
社
会
一
位
は
確
保
さ
れ
右
。
「
す
べ
て
の
情
念
は
ひ
と
り
の
人
物
か
ら
他
の
人
物
へ
即
座
に

こ
の
同
じ
円
向
感
の
U

原
避
が
多
く
の
場
合
に
道
極
的

法戸神

ヒ
ュ

l
ム
は
ロ
タ
タ
の
重
徳
思
想
に
み
ら
れ
る
抽
象
的
、
観
証
的
な
性
格
を
批
判
し
て
、
道
徳
を
人
間
を
骨
動
へ
と
駆
り
立
て
る
情
念

に
、
換
言
す
れ
ば
、
現
実
に
生
き
て
い
る
人
間
の
生
情
感
情
に
基
づ
か
ぜ
ょ
う
左
し
た
。
こ
う
し
た
試
み
が
可
艇
で
あ
っ
た
の
は
、
後
が

社
会
を
経
験
主
量
的
に
観
察
し
て
、
そ
こ
に
生
き
生
き
と
流
れ
て
い
る
人
岡
村
宜
の
感
情
的
コ
ミ

7
一
グ
シ
E

ン
に
着
目
し
た
カ
ら
こ

そ
で
あ
っ
た
a

こ
こ
に
、
自
由
主
義
を
支
え
る
べ
き
市
民
社
会
の
理
語
的
背
景
が
組
み
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
z

l
ム
は
人
間
相
瓦
の
感
情
的
コ
ミ
主
ヱ
グ
シ
ヨ
ン
を
余
り
に
も
心
理
学
的
に
分
析
し
す
ぎ
た
結
果
、
道
徳
を
す
べ
て
快
替
の
感
情
に
還

元
し
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
道
吾
は
臼
己
の
よ
っ
て
立
つ
べ
き
確
固
た
る
基
礎
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
れ
放
に
ヒ



て ユ
の!
位ム

警は

忠喜
て観

い念

^ • 
主主
君"
え し

るた
で w
あア
ろク
う 的
固人

ロ 潤
ク観
クを
に揮
そ し
の進

事宅
泊五し、

見 付
らば

E長
功郎j

手'J Iと
主到

i T 
は快
、楽

二量
l の

:量
いへ
うの

員量
の様
祖 と
を し

へ
て

や
が
て
功
利
主
義
の
下
で
開
花
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

第
三
節

ス

ヌ

自由主義わ政治哲学とおげる人聞と市民

ロ
ァ
ク
の
休
系
の
登
場
以
降
、
十
八
世
紀
の
道
徳
哲
学
者
た
ち
は
道
徳
の
基
礎
と
な
り
そ
の
効
力
を
保
寵
す
る
も
の
を
、
人
間
の
内
商

に
求
め
た
。
し
か
し
、
後
ら
の
哲
学
の
背
後
に
は
、
最
初
に
神
に
よ
っ
て
人
間
の
内
函
に
道
待
感
覚
が
植
え
っ

ηら
れ
た
と
考
え
る
理
神

論
的
世
界
観
や
道
徳
感
情
の
源
泉
を
人
間
の
内
商
的
自
然
と
見
な
す
汎
神
論
的
世
界
観
が
横
た
わ
っ
て
い
た
@
と
れ
ら
の
論
者
に
対
し

て
、
ヒ

3
1
ム
の
道
議
昔
学
は
、
冷
静
な
人
間
観
麗
に
基
づ
く
経
験
主
車
両
認
識
論
に
立
脚
し
て
い
た
@
ス
三
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
も

ス
三
ス
自
身
は
ヒ
ュ

l
ム
と
異
な
り
、

ま
た

H
同
感
心
M

の
原
理
を
中
心
に
据
え
て
い
な
が
ら
も
、

ハ
チ
ソ
ン
流
の
理
神
論
悶
世
界
観
を
抱

神
間
世
的
方
法
で
我
々
の
胸
中
に
植
え
つ
げ
ら
れ
た
神
聖
な
監
督

い
て
い
た
a

「
我
々
は
も
は
ぞ
J

L

P

ラ

1
ぞ
ハ
チ
ソ
シ
の
い
う
よ
う
な
、

者
と
し
亡
の
第
一
次
的
本
能
の
極
端
に
複
雑
な
機
械
仕
鉛
げ
を
有
し
な
い
げ
れ
ど
も
、

も
、
人
間
本
牲
は
神
の
意
図
を
実
現
す
る
た
め
に
入
念
に
芳
察
さ
れ
た
機
械
装
置
で
あ
る
と
一
貫
し
て
み
な
し
て
い
る
。
後
は
舎
建
的
税

依
然
と
し
て
造
物
主
の
空
局
そ
れ
自
体
は
認
め
ら
り
れ
て
い
る
品
こ
の
よ
う
な

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

依
然
と
し
て
ス
ミ
ス

明
の
便
宜
上
そ
の
構
造
を
単
純
化
す
る
付
れ
ど
も
、

観
に
立
つ
限
り
は
、

ヒ
ュ
ム
の
功
利
主
畿
道
議
は
断
じ
て
ス
ミ
ス
の
留
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
O

た。

醐

両
者
の
相
通
は
そ
の

H
同
路
H

論
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
ヲ
て
明
ら
か
に
な
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
ヒ

2
1
ム
は

H
同
感
μ
を
H
観

念
違
合
。
と
い
う
心
理
的
作
用
に
よ
っ
て
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
極
め
て
メ
万
一
一
ガ
ル
な
も
の
で
あ
。
た
g

こ
れ
に
対
し

4
¥
ス
ミ
ス
の
希
え
る
“
同
感
仰
と
は
、
想
像
カ
の
中
で
他
者
の
立
場
に
自
己
を
置
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
喚
~
起
き
れ
る
よ
り
直
接
的

い
絹
】

な
感
情
の
動
き
で
あ
っ
た
換
言
す
る
な
ら
ば
、
巴
品

1
ム
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
主
観
と
客
観
の
丹
離
を
前
後
と
し
て
、
他
者
の
感
情

、
、
、
、
、
、
、
、

を
H

観
念
ふ
印
象
h
H

と
い
民
認
識
論
的
プ
ロ
セ
ス
を
量
し
て
一
方
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
の
場
合
、
自
己



制

、

、

、

、

:

、

、

を
他
者
の
立
場
に
櫨
い
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
ヲ
て
、
主
値
観

l
客
観
二
元
論
が
止
揚
さ
れ
、
感
情
の
よ
り
直
接
的
な
焚
流
が
可
能
と
な
る
の

【
山
町

ν

で
あ
る
。
「
観
察
者
と
主
要
当
事
者
と
の
聞
に
感
情
の
伺
か
の
対
応
が
あ
り
う
る
よ
う
な
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
は
、
観
察
者
は
ま
ず

何
よ
り
も
、
彼
と
し
て
で
き
る
限
り
、
彼
自
身
を
相
手
の
境
遇
に
凶
置
き
受
難
者

κ対
し
て
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
因
僻
憾
の
あ
ら
ゆ
る
細

au 

か
い
事
情
を
、
彼
自
身
で
は
っ
き
り
考
え
る
よ
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
に

ヌ
ミ
ス
が
"
同
感
ρ

の
認
識
論
的
分
析
に
は
無
関
心
で
、
も
。
ば
ら
そ
の
情
動
的
側
面
に
ば
か
り
考
察
を
め
く
ら
し
て
い
る
の
は
、

ル

XXVI!I 

y
I
の
H

憐
み
h
H

の
観
念
に
触
発
さ
れ
た
た
め
と
も
お
凋
え
ら
れ
る
。
因
み
に
、
彼
綜
一
七
五
六
年
の
『
ヱ
ダ
イ
ン
ノ
ラ
僻
論
』
で
ル
ソ
ー

の
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
を
紹
介
し
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
ス
ミ
ス
が

H
向
感
M

を
観
察
車
石
か
被
観
察
者
に
対
し
て
抱
く
場
合
ば

か
り
で
は
な
く
、
両
者
の
立
場
が
逆
吾
容
し
た
場
合
も
4
4
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
間
感
仰
に
よ
り
タ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
な
佐
賀
を
与
え
て
い

書志

る
点
で
あ
る

E

こ
れ
が
ス
ミ
ス
の
い
う
H
相
互
的
阿
感

u
の
観
念
で
あ
る
s

「
〔
計
会
め
調
和
に
十
分
な
相
互
の
〕
対
応
を
生
み
出
す
た
め

維

に

自
然
4ま

聖
者
た
ち
に
当
事
者
の
諸
事
情

を
自
分
の
も
の
と
想

写
る
よ
う

教
え
る
が

問
機
b乙

長
は
後
者
。こ
対
し
て、
観
察

学

者
の
事
情
を
自
分
の
も
の
と
想
定
す
る
よ
う
に
教
え
る
。

後
ら
〔
観
察
者
〕
の
同
感
が
あ
る
程
度
彼
〔
当
事
者
U

の
目
を
も
っ
て

そ
れ
を
見
る
よ
う
に
し
む

ηる
の
と
周
じ
く
、
彼
の
同
感
は
あ
る
程
度
彼
ら
の
自
を
も
っ
て
そ
れ
を
且
る
よ
う
に

志伝

し
む
け
る
。
そ
し

戸

そ
れ
は
必
然
的
に
彼
が
後
ら
の
い

神

て
彼
が
こ
の
よ
う
に
し
て
心
に
抱
く
反
省
さ
れ
た
構
念
は
、
も
と
の
情
念
よ
り
は
る
泊
に
弱
い
の
で
、

つる
ま所
りに

Ei 
の 前
換 に
過感
をじ
こて
のい

主E
での
中

高事
査を
万が
でそ

語れ治、

め ら
るど
前 の
eこよ..う
じな
てや

いり
た方
もせ
の降

ZE 
l i 
与ぜ
わよ
らも
11 ~日
る主主
の 川
4 し

£雪
tz 
」絹合計

要に
す

る
に
、
H
相
互
的
同
感
。
は
、
互
い
に
相
手
の
立
窃
に
立
っ
て
物
事
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
。

τ、
人
間
の
情
愈
を
や
わ
ら
げ
る
働
き
を

てす
、る

E2 
であ
もる

EJ 
でれ

も"
な言

舞換
三え
のる
M な
公ら
平ぱ
t，、
観自
重要己
者の

E 事

EE 
Z晶

i f 。-
F と

の品
事者
。Eの

事員
二 か
とら

Z量
売手

る

と
と
を
総
合
し

さ
ら
に
ま
た
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
観
察
者
自
身
の
内
部
に
お
い
て
も
、
行
為
す
る
自
己
と
そ
れ
を
観
察
す
る
自
己
と
い
う
分
裂
が
生
じ



て
い
る
a

勺
私
が
、
自
分
自
身
の
行
動
を
検
査
し
よ
う
と
努
力
す
る
と
き
、

私

" 
そ
れ
に
対
し
て
判
決
を
下
し
て
そ
れ
を
是
認
ま
た
は

非
難
し
よ
う
と
努
力
す
る
と
き
、
次
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

私
は
い
わ
ば
自
分
を
三
人
の
人
物
に
分
割
す
る
の

だ
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、
検
査
官
で
あ
り
裁
判
官
で
あ
る
私
は
、
自
分
の
行
動
が
険
査
さ
れ
裁
判
さ
れ
る
他
方
の
私
と
は
、
違
っ
た
位

絡
を
表
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
観
察
者
で
あ
っ
て
、
私
は
自
分
を
彼
の
境
局
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
特
殊

な
一
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
場
合
に
、
自
分
の
行
動
が
私
に
は
ど
う
見
え
る
で
あ
ろ
う
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
自
身
の
行
動
に
つ

自由主義的政治哲学におりるメ欄と市民

い
て
の
彼
の
諸
感
情
に
入
り
こ
も
う
と
努
力
す
る
ロ
後
者
は
行
為
者
で
あ
り
、
私
が
私
自
身
と
呼
ぶ
の
に
正
当
な
人
物
で
あ
っ
て
、
そ
の

〔印恒

人
物
の
行
動
に
つ
い
て
、
私
は
、
観
察
者
の
性
格
で
あ
る
意
見
を
形
成
し
よ
う
と
考
カ
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
自
己
の
内
部
に
お
い
て

観
察
者
裁
判
官
と
し
て
の
自
己
と
、
行
為
者
と
し
て
の
自
己
と
が
分
裂
す
る
と
い
う
思
想
は
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
が
疎
遠
に
な

り
、
も
は
宇
社
会
が
則
自
的
に
存
在
す
る
自
萌
の
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
紐
磁
を
介
し
て
意
識
的
に
人
々
を
結
合
さ
ぜ
な
げ
れ
ば
存

続
し
な
な
〈
な
っ
て
い
る
時
代
状
況
を
反
映
し
て
い
る
・

ス
ミ
ス
が
め
ざ
し
た
の
は
、
自
己
の
内
な
る
他
者
の
立
場
に
立
ち
、
現
実
の
他
者
と
は

M

一
同
感
仰
を
媒
介
に
し
て
相
互
に
立
場
を
突
換

す
る
こ
ζ

を
還
し
て
、
即
自
的
に
存
在
す
る
自
己
と
自
己
の
外
な
今
他
者
左
を
結
び
つ
け
る
H
社
会
的
自
己
意
識
H

を
形
成
し
よ
う
と
す

、hu
v

る
筒
み
で
あ
る
固
二
れ
に
加
え
て
ス
三
ス
の
道
徳
哲
学
の
特
異
性
は
、

自
己
の
肉
な
る
他
者
も
、
H

相
互
的
再
感
h
H

を
媒
介
に
し
て
現
れ

に る
あ H

a 平

i i 
E9 
るも

量一
は 終
、的

単。こ

23 
5E 
くて
、主
革の

ZE 
ら 秩
彼序

is 
ず す
るる

護霊
的 的

主主
者者

で 総
あ 合

、れ

て

点

ス

ス

自

'" 
身
が
そ
れ
を
か
神
伺
存
在
の
代
理
人
ρ
と
い
う
一
言
葉
で
呼
ん
で
も
い
る
s

は
ま
も
な
く
我
々
自
身
と
我
々
が
一
首
に
生
活
す
る
人
々
と
の
聞
の
裁
判
官
を
、

モ
我
々
は
、
自
分
自
身
カ
非
常
に
公
主
で
公
平
な
人
物
、
す
な
わ
ち
、
我
々
自
身
に
も
、
我
々
の
行
動
に
よ
っ
て
舘
利
害
が
作
用
を
受

げ
る
人
々
に
も
、
何
も
得
刷
な
関
係
を
も
た
な
い
人
物
の
眼
前
で
行
為
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
a

後
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
戎

「
一
方
的
な
判
断
か
ら
我
々
自
身
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
我
々

我
々
自
身
の
心
の
中
に
設

η
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ



田

k k 

の に
行 と
動つ

EE 
る、

場父
合で
とも

守量
くで
、も

利友

富会
心 も
な な
しく

考単
察に
す人
る 聞
の
で般
あ
る 中
己ii立

的
な

聖
者
で
あ
り

我
々
の

詰
夫
我
々

" 他
の
人

て

そ こ

i i 
I量

両霊
感宣
と 出
いす
うの

ip 
たで

監2
基。
づ礎

1 5 
自主
己 ス
のは
道現
徳安

学入

車自
き 係

古i
しに

a = 

の
附

釦
何
段

る
具
体

富
人
に
も
属
さ
ず

社

雪
量
附

霊
す
る

霊
的

ま
岩
を
相
乏
し

点

て

ま
の

量
的
建
設

XXVlII 

と
そ
の
基
礎
を
な
す
組
突
定
族
的
基
木
法
の
存
在
を
認
め
る
目
然
法
思
想
に
摸
近
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
・

H
公
平
な
観
察
者
μ
と
い
う

観
念
も
、
自
然
法
を
支
え
る
べ
き
超
越
的
創
造
主
と
の
ア
ナ
ロ
ヲ
ー
に
よ
っ
て
理
解
す
る
と
と
が
容
易
に
な
ろ
う
。
「
自
然
法
は
、
も
と

も
と
行
為
に
ま
き
こ
ま
れ
な
い
解
察
者

E回
1
5
4
3
Z
E
e
m
a包
司
の
立
場
の
表
現
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
台
た
が
、
ス
さ

降

ヌ
の
hH
公
平
な
観
察
者
hu

は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
何
件
三
者
の
泣
喝
の
表
現
と
し
て
入
閣
の
パ

l
シ
守
リ
テ
ィ
}
克
服
の
論
理
と
し

av 

て
の
由
自
然
法
H
H
理
位
の
要
請
を
MH
人
格
化
。
し
た
も
の
で
あ
る
己
ハ
ス
パ
ッ
ハ
は
、

れ
ば
、
彼
が
一
種
の
自
然
状
態
と
も
い
う
べ
き
も
の

維

ヌ
ミ
ヌ
の
経
済
学
関
係
の
著
作
を
子
細
に
検
討
す

学

(
M
H
M
C
A陣
内

w
a
m
g
。向。
2
5
q
h
M
)

を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
主
張
し

言長神

て
u、
た

ヒよ
ι う
l な

2豊
岡で
様舗
に 象
、 的

啓 な

i 3 
カ 0ま
ら な
歴く
史
主既
義に
へ同
の然

ia 
にさ
位れ
置 た
し原
て 始
い 的

?芸
ミの
ス存

の を

最高そ
の"れ
複に以
雑 し前
なての

躍に自さ然

iJ滑
るの者
こ点が
とに考
が空交え

ノ
ス
ノ
ァ
ハ
自
身
が
こ
と
さ
ら
指
嫡
し
て
い
る
よ
う
に
、

ス
ミ
ス
の
白
晶
状
簡
は
、

て
い
る

だ

し

戸

々

'" 
で
き
よ
う
。

ス
ミ
ス
は
ヒ

B

A

の
影
響
を
受
付
て
、
現
実
の
人
聞
の
感
情
を
経
験
主
義
的
に
観
察
す
る
こ
と
か
ら
出
発
I
て
、
ν
同
感
か
と
い
う

感
情
的
ヨ
ミ
二
ニ
グ
タ
胃
ン
を
そ
の
送
徳
哲
学
の
基
礎
に
据
え
た
。
彼
の
道
徳
掻
学
は
ヒ
ュ

I
ム
の
そ
れ
と
向
じ
く
、
鍛
象
的
な
観
念

の
体
系
と
し
て
の
道
徳
で
は
な
く
、
い
わ
ば
道
徳
に
生
身
の
人
聞
の
息
吹
き
を
与
え
て
、
そ
れ
を
入
閣
の
内
面
に
し
ヲ
か
り
と
根
づ
か
せ

ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
フ
た
a

し
か
し
、

ヒ
A

ム
は
"
同
感
hH

と
い
う
人
聞
の
心
的
作
用
を
余
り
に
も
メ
カ
ニ
カ
ル
に
説
明
し
た
た
め



に
、
進
徳
か
ら
一
切
の
超
越
的
色
彩
を
は
ぎ
取
っ
て
し
ま
っ
た
そ
の
結
果
、
道
徳
は
人
聞
に
血
択
を
も
た
ら
す
か
否
か
と
い
う
単
純
な
動

機
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
功
利
的
な
便
法
に
墜
し
て
し
ま
っ
た
こ
れ
に
対
し
て
、

ρ

チ
ソ
ン
か
ら
理
神
論
的
世
界
観
を
受
付
継
い
だ
ス
三

ス
は
、
人
聞
の
感
情
作
用
の
背
後
に
超
越
的
存
在
を
想
定
す
る
ニ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
の
自
然
法
的
基
礎
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
@
こ
の

結
果
社
会
の
客
観
的
秩
序
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
為
政
者
の
如
何
に
関
わ
り
な
く
、
市
民
社
会
は
自
律
性
を
も
3

て
脊
続
す
る

イ
ギ
リ
ス
市
民
政
治
思
想
は
政
治
体
の
基
礎
と
な
る
べ
き

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
飲
、

ス
ミ
ス
を
ま
っ
て
ほ
じ
め
て
、

自由主義n政情哲学におけるメ蘭と市民

市
民
社
会
の
論
理
を
獲
得
し
た

と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
e

節
回
節

功
利
主
説

十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
、
哲
単
的
急
進
派
の
呼
ぴ
名
で
イ
ギ
リ
ス
恩
銀
関
併
を
席
捲
し
た
功
利
主
義
者
た
ち
は
、

ホ
ツ

プ
ヌ
、

ロ
ッ
ク
に
始
ま
る
経
験
主
義
哲
学
の
正
当
な
後
継
者
で
ゐ
っ
た
。
彼
ら
は

一
二
卜
ン
物
理
学
の
原
理
を
政
治
や
道
徳
の
分
野

に
も
適
閲
す
る
こ
と
を
夢
み
た
a

つ
ま
り
、
自
然
科
学
に
お
り
る
茅
験
的
、
帰
納
的
方
法
を
精
神
科
学
に
も
応
用
し
て
、
科
学
的
な
道
徳

ニ三

1
ト
ン
物
理
学
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
引
力
の
代
わ
り
を
つ
と

及
び
立
法
翠
論
を
樹
立
し
よ
う
と
誠
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、

め
た
の
は
、
観
念
丞
合
と
致
利
位
と
い
う
概
念
で
あ
。
た
e

こ
う
し
て
功
詞
主
義
は
、
ア
レ
グ
ィ
l
A
U
名
づ
け
た
よ
う
に
、
H
道
徳
的
一
一

mHmv 

A

ト
ン
主
E
a
c
拘
目
。
担
-
Z何
者

Z
喜一
ω白
h
H

と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
か
も
の
で
あ
っ
た

人
聞
の
行
動
の
動
換
を
最
終
的
に
は
快
普
の
感
覚
に
還
元
し
て
し
ま
う
快
楽
主
義
宮
《
古
田
品
目
の
人
問
視

が
検
た
わ
っ
て
い
る
。
快
楽
主
義
そ
の
も
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
酉
欧
の
哲
学
史
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
一
つ
の
思
想
で
あ
る
a

し

か
し
、
そ
れ
を
機
械
論
的
世
界
観
と
組
み
合
わ
せ
て
国
家
論
の
基
底
に
鋸
え
た
と
こ
ろ
に
、

イ
ギ
リ
ス
功
和
主
畿
の
源
流
は
、

功
利
主
義
の
根
本
に
は

ホ
ッ
プ
ヌ
の
磁
自
牲
が
あ
ワ
た

そ
れ
故
、

包括

ホ
タ
プ
ス
に
ま
で
逆
上
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
@
後
は
、
人
閣
を
快
を
求
め
き
を
遊
げ
る
と
し

そ
の
よ
う
な
原
子
と
し
て
の
個
人
を
素
材
に
し
て
国
家
を
機
械
論
的
に
構
築
し
よ
う
と

う
単
純
な
動
機
で
動
く
均
一
な
存
在
と
見
な
し

し
た
@
人
闘
が
、
感
覚
的
刺
激
に
反
応
し
て
快
を
求
め
て
運
動
す
る
原
子
な
ら
ば
、

そ
う
し
た
人
聞
に
と
っ
て
警
と
は
運
動
を
生
じ
さ



お4

、
、
、
、
、

そ
れ
故
、
ホ
ッ
プ
ス
の
考
え
る
自
然
権
と
は
、
要
す
る
に
善
悪
以
前
の
、
換
言

一
切
の
超
越
的
、
神
的
色
転
を
奪
わ
れ
た
、
運
動
す
る
力
そ
の
も
の
を
ト
意
味
し
て
い
る
命

ν

こ
の
点
で
ホ
フ
プ
ス
に
お
付
る
自
然

権
は
、
伝
統
的
な
向
晶
法
前
者
の
唱
え
た
自
然
権
と
は
か
な
り
そ
の
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
も
は
や
自
然
権

ぜ

る

つ
ま
り
欲
求
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い

す
れ
ば
、

名

呼

量色
者で

E Z 

各 よ
人う

i i 
華更
に が

士宮
の的

EE 
'¥ ~ 
rz 
ろ求
自 す
然 る
権力

i i 

解
す
る
な
ら
ば
、

XXVIII 

て
各
人
に
社
会
的
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
に
あ
る
。
国
家
に
こ
う
し
た
役
割
を
求
め
た
点
で
も
、

nM》

功
剥
主
義
笠
看
た
ち
の
先
駆
者
な
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
プ
ス
は

雑

ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
は
、
現
実
の
人
間
の
生
活
感
情
の
冷
静
な
経
験
主
義
的
観
察
か
ら
出
発
し
て
、
最
終
的
に

は
H
公
平
な
観
察
者
h
H

に
よ
る
市
民
社
会
の
客
観
的
、
自
然
法
的
秩
序
の
保
証
と
い
ろ
結
論
に
到
達
し
た
e

他
方
、
彼
の
経
済
学
は
、
利

己
的
富
の
追
求
と
い
う
経
済
的
側
聞
ば
か
り
が
照
射
さ
れ
た
抽
象
的
制
人
(
経
済
人
)
か
ら
出
発
し
て
、
前
者
と
同
様
に
H
見
え
ざ
る

手
H

に
よ
る
社
会
の
自
然
法
的
予
定
調
和
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
両
者
の
出
発
点
に
お
げ
る
人
問
視
の
相
違
左
い
ろ
点
は
一
つ

《

招

)

の
興
味
あ
る
問
屋
で
は
あ
る
が
、
こ
ニ
で
は
経
済
の
単
位
と
し
て
の
伺
人
を
ス
ミ
ス
が
快
楽
主
義
的
、
功
利
主
義
的
に
捉
え
て
い
た
と
い

議

前
婦
で
見
た
よ
う
に

学法戸神

う
点
し
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
と
ど
め
る
・

で
は
ニ
の
よ
う
な
人
聞
観
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
如
何
に
し
て
ス
ミ
ス
は
予
定
調
和
的
世
再

を
怨
定
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、

後
が
ま
だ

H
自
然
。
と
い
う
観
念
に
神
学
的
意
味
を
蕗
め
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
@
ア
レ
グ
ィ

l
q
「
人
聞
か
快
楽
を
欲
し

普
痛
を
遊

η
る
傾
向
を
も
。
て
い
る
な
ら
ば

何
故
に
個
人
的
利
益
で
は
な
く
、

般

的
功
利
を
追
求
す
る
こ
と
が
m
味
読
さ
れ
る
の
A
M
.
」
と
い
句
問
題
を
措
定
し
て

次
の
三
つ
の
解
答
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

個
々諸
人利

宣詰
心舎
のの
中原
で盟
国仲

動宮
前 U
h乙口

個 E
品吾
型う
と g

lE 
益~
と

高i
調 印

i| 
モ草

Fi 
の原

量高
は情

話荊
原他
翠心
の)

Et 
主1

え
ら
れ
る
e



動。。
機言者
は 利
費削j益
己の

1E 
の 岡
で
あ位
るの

tE 
主智

;i 
gE 
ら E

H 
害喜

討
て

ii 
11 
~ Ili 
れ の
ら申

告i
る的

ら
ぽ

様
々
な
三

ゴ
イ
ズ
ム

が
そ
れ
自
体
で
調
和
し
て
お
り

問

書
種
の
利
益
を
生
み
出
し
て

る

と

i 
ぜ
ぎ
る
を
え

な

自由主義の政治哲学におけるλ聞と市民

(ui) 
で!:l" 1.、

ZE覇。
鳴 R 益

の の
中 人
で 為
私的
的問
利
益化
との

" 般麹

罰官
官官

官
さ、品

目:皆
Z:E 
ijE 
。左

足E
開 E
苦E
生 色
み

宇5
こ E
と

i 』
舌長 々
者人
のの

語思

そ
し
て
功
利
主
義
は
鋳
三
の
立
場
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
両
者
の
決
定
的
相
違
は
、
端
耐
に
表
現
す
る
な
ら
ば

H
自
然
hH

観
念
に
神
学
的
意
僚
を
付
与
す
る
か
否
か
に
存
す
る
固
H
自
給
約
F

と
い
う
観
念
が
も
は
や
佐
特
別
な
意
味
を
狙
り
て
い
な
い
と
き
、

個
人
的
利
益
と
社
会
的
刺
益
の
聞
の
調
整
は
世
俗
的
為
政
若
の
手
に
委
ね
ら
れ
き
る
を
え
な
い
e

H
自
然
hw

観
念
の
崩
寝
と
い
う
思
想
史

上
の
一
大
位
転
換
は
、
人
聞
を
感
覚
的
存
在
と
し
て
自
由
に
操
作
し
う
る
対
象
と
見
な
す
、
経
験
主
轟
の
一
う
の
極
端
な
帰
結
と
結
び
つ
い

ス
ミ
ス
は
第
二
の
立
場
に
、

て
い
る
の
で
あ
る

お5

一
七
八
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
ク
イ
リ
ア
ム
・
ペ
イ
リ
ー
の
『
道
徳
及
び
政
治
省
学
の
諸
際
童
』
は
、
神
学
的
功
利
主
義
の
最
後
の
火
花

で
あ
。
た
。
伎
は
、
利
己
主
義
的
快
楽
主
義
品
。
岡
県
白

E
a
E自
に
基
づ
く
人
間
観
か
ら
出
発
し
て
、
H
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
H

を

〔初
V

違
反
す
る
た
め
の
依
り
析
を
H
神
μ
に
求
め
た
最
後
の
論
者
で
あ
ヲ
た
ロ
そ
の
ヨ
一
厚
後
、
ペ
ン
サ
ム
の
『
道
徳
及
び
立
法
の
諸
原
翠
序

説
』
が
世
v
h
出
て
、
功
利
主
義
か
ら
H
自
然
b
H

観
念
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
顕
著
な
形
で
現
れ
た
の

は
、
心
廻
学
の
分
野
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
H

観
念
逮
合
作
は
心
理
学
の
分
野
に
お
い
て
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
適
用
を
見
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

認
識
論
ょ
の
概
念
で
あ
っ
た
M
q
途
合
。
と
い
う
作
用
は
、
ジ
胃
ン
グ
イ
ぞ
ハ
ー
ト
レ
イ
の
手
に
よ
。
て
人
関
心
理
を
物
理
的
に
説
明
す

る
た
め
の
道
具
と
し
て
精
敏
な
も
の
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
た
・
既
に
し
て
ホ
ッ
プ
ヌ
の
人
間
観
に
は
人
闘
を
機
概
論
的
に
説
明
し
よ
う
と



拙

す
る
意
図
が
翁
わ
れ
る
が
そ
の
後
の
自
然
科
学
の
発
進
、
な
か
ん
ず
く
、
ニ
品

1
ト
ン
物
遊
学
に
よ
る
星
辰
の
運
行
の
見
事
な
法
則
化

と
、
十
九
世
紀
に
入
ラ
て
か
ら
急
速
に
進
ん
だ
物
理
的
現
象
の
原
子
論
的
鋭
現
の
有
効
性
と
は
、
人
聞
の
肉
体
の
み
な
ら
ず
そ
の
精
神
を

も
物
理
学
に
よ
り
解
明
し
う
る
と
い
う
稽
信
を
抱
か
せ
る
に
十
分
で
あ
ヨ
た
a

こ
う
し
た
潮
慌
の
頂
点
に
位
置
す
る
の
が
、
ジ

z
l
ふ

当
時
の
経
車
心
翠
学
者
の
指
針
と
な
っ
た
の
は
、
科
学
の
方
法
で
あ
っ
た
。
丁
度
、
科
学
に
お

ズ
ミ
ル
の
心
理
学
で
あ
る
。
「
安
際
、

XXVIn 

し
て
原
子
理
論
に
よ
り
物
質
が
十
分
諸
足
に
解
明
さ
れ
る
と
恩
わ
れ
た
よ
う
に
、

る
、
一
定
の
方
法
と
法
則
に
従
っ
て
結
合
し
作
用
す
る
、
感
覚
原
チ
か
ら
場
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
十
分
に
解
駒
し
う

《

au

る
、
と

=
Lは
考
え
た
a
」
本
来
の
経
験
主
義
は
、

精
神
白
休
も
正
確
に
決
定
し
科
学
的
に
方
式
化
し
う

p
y
タ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

総

に
包
摂
さ
れ
て
い
た
。

ロ

γ
ク
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
観
念
を
基
礎
に
し
て
純
粋
な
観
念
栂
宣
の
組
み
合
わ
ぜ
に
よ
ワ
て
論
証
的
選
衝
を
導

雑

き
出
し
た
の
も
、
そ
の
飲
で
あ
ふ
日
た
a

学

なか

仁
学、れ
建ら
設三
のつ

喜員
は披
、の

持
ぴ公

量4
i E 
m し

岸き
設 4
m 以
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言?
ま

空 "

if 
詰責
EH 
正字
包 ic
きう士
れ七
てし

る f
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法戸

は
人
類
を
苦
痛
と
快
楽
と
い
う
、
戸
一
人
の
主
権
者
の
支
配
の
下
に
置
い
て
き
た
・
我
が
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指

神

の不
基し

がま
、 た
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町

、、

の
人
聞
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
援
制
的
な
団
体
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
社
会
の
刺
益
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
a

そ
れ
は
社
会
を
構
成
し
て
い
る

he 

個
々
の
成
員
の
利
益
の
総
計
に
他
な
ら
な
い
」
為
政
者
と
は
法
律
と
し
う
手
段
を
周
iv
て
社
会
の
利
益
を
最
大
に
す
る
技
術
者
に
等

し
い
そ
れ
放
、
よ
さ
為
政
者
と
は
、
よ
さ
立
法
者
の
こ
と
で
あ
る
@
ペ
ン
サ
ム
が
民
主
主
義
を
擁
護
し
、
普
通
選
挙
制
実
現
の
た
め
に

奔
走
し
た
の
は
万
人
を
為
政
者
の
立
場
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
倒
人
的
利
益
と
社
会
的
利
益
と
が
一
致
し
、
少
数
岩
の
権
力
置
周
に

よ
り
政
治
的
算
術
の
欽
字
に
誤
差
が
生
じ
る
の
を
防
〈
と
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
ロ

自由主義の政治哲学に事計?る人聞と市民

本
章
に
お
い
て
、
我
々
は
イ
ギ
リ
ス
市
民
政
治
理
論
を
そ
の
認
識
輸
に
注
目
し
な
が
ら
素
描
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス

市
民
政
治
理
訟
を
支
え
て
い
る
共
同
体
と
そ
の
単
位
と
し
て
の
個
人
を
検
討
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
自
由
主
義
を
支
え
る

へ
き
経
験
主
義
は
、
経
験
的
認
識
の
及
ぴ
え
な
い
領
撲
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

τ、
人
間
の
内
面
の
不
可
侵
性
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け

る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
し
た
ロ
こ
の
よ
う
な
個
人
か
担
与
に
肉
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
1
シ
胃
ン
を
は
か
る
場
が
、
宗
教
的
そ
ア
ト
に
範
を
と

っ
た
共
同
体
で
あ
っ
た
@
共
同
体
は
そ
の
成
員
の
内
面
的
自
由
を
守
る
た
め
に
、
政
治
体
と
葛
藤
を
く
り
返
し
そ
れ
を
道
徳
的
に
盛
視
し

そ
の
後
、
社
会
の
世
俗
化
が
進
有
す
る
に
つ
れ
て
、
共
同
体
を
宗
教
的
総
轄
に
よ
ヨ
て
維
持
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
と

そ
の
と
き
、
“
同
感
仰
と
い
う
感
情
的
コ
三
品
一
一
ケ
1
シ
璽
ン
に
基
づ
い
て
、
市
民
社
会
の
自
律
牲
を
確
立
し
た
の
が
ス

て
い
た

な
っ
て
き
た

し
か
し
、

雀
学
的
急
進
派
の
登
場

ミ
ス
で
あ
っ
た
こ
こ
で
ス
三
ヌ
の
導
き
の
星
と
な
っ
た
の
は
、
伊
白
然
H

と
い
う
観
念
で
あ
う
た
@

に
よ
っ
て

y自
然
h
M

視
葺
は
決
定
的
に
潰
え
去
。
だ
固
個
人
は
、
技
術
者
と
し
て
の
為
政
者
が
自
由
に
操
作
し
う
る
ア
ト
ム
へ
と
堕
し
て

し
ま
。
た
・
も
は
や
個
人
の
内
面
に
は
、
他
者
の
侵
入
を
許
さ
な
い
神
聖
末
可
侵
な
償
措
棋
は
一
片
た
り
と
も
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
同
時
吋

に
、
政
治
を
監
視
す
る
べ
き
市
民
社
会
は
そ
の
自
律
性
を
失
っ
て
、
全
面
的
に
国
家
へ
と
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
、
自
由
主
義
は

自
ら
の
内
部
か
ら
崩
援
す
る
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
ヨ
た
の
で
あ
る
・

'" 



間

第
一
章
注

〈

1
v

-
ー
し
か
し
神
の
映
像
が
色
鑓
せ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
荷
量
に
関
す
る
一
層
広
孔
な
思
弁
が
不
可
進
的
に
生
起
す
る
@
そ
の
喝
合
、
企
画
の
神
は
も

は
苧
直
接
的
に
現
前
す
る
も
の
で
は
な
〈
、
第
一
一
原
因
の
背
後
に
回
れ
た
も
の
と
な
り
、
神
の
喜
左
は
論
理
学
的
雇
明
の
ま
震
と
な
る
か
、
信
仰
心

が
感
情
に
ま
で
唇
撃
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
・

近
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
こ
れ
ら
の
重
大
な
諾
問
題
に
注
意
を
向
げ
た
の
は
、
同
時
伐
の
あ
ら
ゆ
る

哲
学
者
の
中
で
最
も
埠
剰
で
一
最
も
大
厄
で
あ
勺
た
ホ
ッ
プ
ス
そ
の
入
で
あ
っ
た
@
十
七
世
紀
全
体
及
ぴ
十
八
世
紀
の
初
訟
を
週
じ
て
彼
は
、
道
徳
学

X玄VIU

者
及
び
神
学
者
に
対
す
る
彊
評
の
高
い
不
吉
な
康
翠
を
代
表
し
て
も
た
e
」
3
S
U
9
E
F

E
B
P
H
宮
崎
喝
邦
釈
『
+
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
思
趨
史
」
、
筑
摩
叢
書
一
四
五

i
七
、
中
巻
一
六
九
頁
〉

困
中
主
司
、
『
ジ
冒
ン
・
冒
ヲ
タ
研
究
ー
で
(
未
来
&
V
及
び
「
ロ
ッ
ク
に
お
げ
る

s
歴
史
的
e
方
法
の
伺
盟
」
ハ
思
想
、

四
十
じ
年
八
月
号
V

参

百一

m
z
a
m
A
m
A
F畠
吋
-
z
o
E品開

Z
B
p
a
g側広
T

《

2
)

益事

照。

雑

( 

s 
〉

ロ
ッ
タ
は
、
理
知
と
信
仰
と
を
区
別
す
る
が
両
者
が
対
玄
す
る
と
は
考
え
な
い
し
わ
ゆ
る

J
-
Z
真
理
説
4

に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
記

学

述
に
は
睡
眠
藤
な
と
こ
ろ
泊
多
い
。
例
え
ば
、
信
慨
は
，
理
知
の
ょ
に
あ
る
真
理
'
の
存
在
を
認
め
る
が
(
『
人
間
知
健
前
」
第
四
巻
第
十
七
寧
v
、
他
方

で
は
啓
示
が
理
知
の
明
髭
に
反
す
る
喝
舎
に
は
理
知
の
優
位
を
主
張
す
る
ハ
向
上
第
四
巻
第
」
寸
八
章
〉
。

法戸

4 

「
し
か
し
な
お
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
精
神
と
物
質
の
分
裂
の
ド
ク
ヌ
テ
4

タ
タ
な
提
起
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
対
立
は
、
精
神
に
生

:
 

具
観
念
を
利
尋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寧
貧
上
、
申
世
的
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
逆
転
し
て
し
ま
う
。
鱒
掃
に
よ
る
物
質
め
裡
禰
は
、
鱒
禍
の
生
具
観
念

に
よ
る
自
己
逮
動
に
寸
さ
与
え
な
る
と
こ

f
z
y方
ル
ト
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
タ
イ
プ
ニ
ヲ
ッ
、
マ
ル
プ
ラ
シ
シ
ュ
の
予
定
調
和
の
哲
学
を
語
備
す

神

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
喜
は
こ
の
よ
う
な
を
代
的
分
裂
を
媒
介
す
る
唱
と
し
て
の
，
経
伊
に
お
い
て
操
作
せ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
錦
織
は
鰭
函
蓄
喝
と
す
る
対
象
↓
物
質
の
思
惟
↓
鱒
桶
、
の
嫌
A
M

蓉
一
指
の
間
監
と
し
て
設
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
脊
髄
と
対

象
の
衆
議
釣
な
均
立
は
い
ま
ぞ
脅
描
に
よ
る
対
象
へ
の
無
隈
の
追
求
の
可
飽
佐
を
も
肉
包
す
る
も
の
で
あ
勺
た
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
，
経
験
'
科

学
が
翠
論
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
勺
た
己
ハ
松
干
圭
一
、
「
市
民
政
治
理
論
の
形
成
」
、
岩
浪
蓄
露
、
一
二

事

( 

s 
v 

同

h
g
E
2
4
n
S
B
E問
問
言
自

B
E
a
n
2
U包
町
一
回
同
邦
訳
『
人
聞
知
位
論
」
、
岩
波
支
噂
第
一
分
冊
一
三
=
一
頁
@
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( 

6 
〉

同
上
、
三
十
九
耳

〈

7 8 

E
一四買。

岡
上
、
同
頁
E

同

共

8 

同
よ

一
五
ハ
買

M

w 

岡
よ
、
第
三
分
節
七
頁
・

u 

司
よ
九
頁
a

こ
の
矛
盾
は
ま
ず
ラ
ン
プ

ν
ヒ
lr
に
よ
り
指
鏑
き
れ

9
2司
R
F
叶

Z
冨
R
色
目
晶
思
主
百
戸
習
言
昼
君
。
民
波
宮
宮
島
P
M
O
-
g
、

次
い
で
タ
ォ
ー
シ

2
2
1国
訟
邑
百
回
一
回

"rm
臣
告
門
司
氏

g
Z
H
o
m
-
3苦
8
咽

Z
e
a
R命
E
品
開
崎
百
回
8
見

mF
同
県
担
切
〉
阜
、
を
イ
バ

ハ
ロ
)

イ
ン

@
$
3
5
k
p
同
国
民
司
唱
え

MVSEe-何旦

J
p
gミ
凶
陸
匁
も
同
様
の
主
張
主
行
な
っ
た
@
松
雫
氏
は
こ
の
間
題
に
つ
い
て
彼
の
箆
総
論

と
政
治
理
論
の
双
方
と
も
に
原
子
論
険
福
富
説
的
関
係
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
す
れ
ば
、
荷
お
の
聞
に
矛
盾
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
と

一
般
に
単
純
御
念
聞
の
関
係
比
還
古
河
さ
れ
う
る
原
子
論
的
機

主
張
し
て
お
ら
れ
る
・
「
ロ
ヲ
タ
ヒ
よ
れ
ば
複
雑
観
念
の
総
略
た
る
P

開
反

r
と
は
、

械
舗
は
附
詞
係
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
ロ
ツ
タ
の
政
治
皿
思
議
と
認
識
傷
益
の
統
一
鈎
把
修
が
冒
ツ
タ
自
身
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

す
な
わ
ち

1

認
識
修
造
が
同
時
に
政
治
理
舗
の
静
翠
和
め
と
し
て
繍
倍
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
雇
雫
圭
一
、
前
掲
書
、
一
二
三
買
J

氏
に
よ
れ

ば
、
，
白
紙
の
心
'
k
g自
然
状
館
'
が
、
，
単
純
復
念
e
に
，
個
人
e
が
対
応
し
て
お
り
、
単
純
観
念
を
楊
観
的
に
組
み
合
わ
信
て
複
纏
観
怠
日
か

、
、

作
ら
れ
る
よ
う
に
、
伺
入
閣
の
契
約
と
い
う
理
性
的
行
為
に
よ
り
繍
編
論
的
園
家
が
形
成
き
れ
る
こ
と
に
な
る
・

( 

" 
ロ
ヲ
夕
、
『
人
関
知
位
置
、
邦
釈
第
一
分
冊
七
+
五

t
八
買
@
九
た
し
ロ
ヲ
タ
は
慎
重
に
盆
得
の
ゆ
量
的
原
京
と
自
然
法
と
を
区
別
し
て
、
後
者

ま
で
も
奇
定
L
て
し
ま
わ
な
し
よ
う
に
自
彊
し
て
い
る
「
弘
治
生
得
の
訟
を
蚕
定
し
た
の
で
、
実
定
法
の
他
に
法
は
な
し
と
考
え
た
か
の
よ
う
に

誤
解
し
な
い
で
日
し
い
。
生
得
の
機
と
自
然
法
と
の
聞
に
は
、
言
い
換
え
る
と
払
た
ち
の
心
へ
そ
も
そ
も
の
起
源
か
ら
印
銘
さ
れ
た
事
告
と
、
私

た
ち
の
知
ら
な
い
も
の
で
私
た
ち
の
自
然
の
諸
機
飽
を
孟
し
く
適
用
す
れ
ば
知
る
よ
う
に
な
れ
る
事
物
と
の
周
に
は
鮪
梓
壬
き
な
遣
い
が
あ
る
己

〔
聞
上
、
八
十
六
事



鈴0

" 

後
述
す
る
酋
寵
酌
量
語
と
の
関
連
で

ふ
れ
て
お
く
な
ら
ば
、
岡
中
氏
の
意
図
は
ロ
ッ
ク
が
輸
証
的
道
徳
に
飽
き
足
ら
ず
輩
評
の
法
を
重
視
し
始
め
た
と
い
う

i

点
に
あ
る
F

恩
わ
れ
る
・
ご

の
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
十
八
世
定
的
、
医
史
主
議
前
思
考
の
先
駆
者
と
し
て
冒
?
ク
を
一
位
置
づ
げ
よ
う
と
す
る
氏
の
立
場
上
、
当
然
の
貝
解
と
恩
わ

れ
る
・
し
か
し
木
摘
に
お
い
て
筆
者
は
官
ツ
タ
の
関
心
は
む
し
角
世
評
の
法
か
ら
論
語
的
選
福
へ
向
か
勺
て
い
た
こ
と
を
、
主
霊
し
た
い
巳
何

園
中
正
司
、
「
包
ツ
タ
の
野
判
訟
と
叉
主
ス
の
道
徳
感
情
翰
巴
『
ハ
思
想
四
+
八
年
七
月
号
)
参
照
固

な
お、

放
な
ら
ば
、
ロ
ヲ
タ
は
自
然
法
的
進
舗
に
慣
庭
的
で
あ
今
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
扉
の
法
の
不
安
定
に
も
ま
た
満
足
す
る
こ
と
か
で
き
ず
、
結
局

問
然
法
的
道
徳
の
変
種
と
も
い
号
、
き
省
軍
的
道
徳
を
主
張
す
る
に
到
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
・

XXVlll 

( 

" ) 

ロ
ッ
夕
、
『
人
関
知
位
置
、
語
第
ニ
分
冊
ニ
附

o
i
一信号

( 

" M 

同
上
、
三
五
一
頁
。

告審

「m
R
判
法
の
観
念
は
、
白
色
の
幸
福
追
求
者
と
し
て
の
人
聞
の
利
己
厄
の
規
制
原
理
を
自
然
性
日
理
位
の
要
請
に
求
め
て
い
た
自
然
法
措
議
哉
と

、

、

、

、

、

、

遣
っ
て
、
，
夜
々
自
身
の
待
掲
の
道
極
的
臨
菌
性
な
い
し
邪
葱
さ
ca
を
判
断
す
る
良
心
の
規
制
原
理
を
し
仲
間
の
評
判
ぞ
J

箇
の
慣
習
e
k求
め
る
も

の
と
し
て
、
道
極
的
是
震
の
原
理
な
い
し
道
徳
判
断
の
姦
撃
を
人
l
人
の
関
係
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
る
考
え
方
の
成
立
を
促
寸
換
機
を
は
ら
む
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
己
(
田
中
立
司
、
昔
前
娼
諭
吃
、
二
十
七
頁
〕

ロ
ッ
ク
は
、
我
々
が
単
純
鏡
念
弁
急
融
え
て
は
如
何
な
る
知
識
も
有
さ
な
い
こ
P
缶
詰
皮
趨
認
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
も
る
e

「
神
な
ら

び
に
〔
身
体
と
は
〕
別
な
藷
霊
に
つ
い
て
私
た
ち
の
も
つ
複
雅
也
爾
念
は
、
私
た
ち
が
内
省
か
ら
受
け
取
る
単
純
復
念
か
九
件
ら
れ
る
の
で
あ
る
己

" 

雑学法戸

( 

" 

神

(
『
人
関
知
性
鎗
』
、
邦
訳
掬
}
一
A

冊
二
七
五
頁
・

へ

" v 

向
上
、
第
四
分
冊
目
十
九
頁
。

田
中
氏
は
、
ホ
ッ
プ
ス
の
鎗
誼
軒
学
敏
と
ロ
ヲ
ク
の
論
証
的
道
徳
と
の
相
違
を
、
実
体
認
識
の
爾

4

能
性
の
有
無
に
求
め
て
し
る
。
「
ロ
ッ
ク
の
翰

( 

初
》

寵
商
倫
翠
学
の
復
念
は
、

念
e
を
首
魁
の
例
提
と
し
て
，
規
定
e
化
ず
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
凶
換
言
す
れ
ば
、
ロ
ヲ
タ
は
、
ホ
ヲ
グ
ス
の
よ
う
に
，
産
政
e

ハ
人
間
本
性
の
緩
験
的
観
察
、
を
前
提
と
し
た
，
論
霊
4

を
考
え
た
の
で
は
な
く
、

m

諭
E
'
の
対
象
か
ら
，
経
験
，
的
知
訟
を
き
勺
ぽ
り
と
傍
除

論
証
の
前
提
と
し
て
の
事
物
の

m
実
体
'
の
認
識
可
餅
広
訟
を
は
っ
き
り
と
否
定
、

神
、
人
里
守
め
m

賓
の
観



' 

す
る
こ
と
に
よ
り
、
論
置
の
対
象
歩
経
般
的
知
織
と
は
ま
っ
た
く
則
の
領
減
に
設
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ロ
タ
ク
の
考
え
方
は
事
物
の
経
験

的
認
識
可
能
性
に
対
す
る
認
識
批
判
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
問
時
に
、
ギ
プ
ソ
ン
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
輪
駆
科
学
の
普
温
的
適

用
可
首
位
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
想
定
し
て

u
?ぷ
デ
カ
や
ト
以
来
の
合
理
主
説
的
恩
粛
に
対
し
て
論
証
科
学
の
適
用
可
能
滴
図
の
意
識
的
限
定
を
主

題
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
ぞ
必
る
J
Q
E
，
ク
に
お
げ
る
，
歴
史
4

的
手
刀
法
の
開
題
」
ち

2エ

四
ヲ
夕
、
「
人
間
知
性
輪
、
邦
訳
第
四
分
冊
五
O
貿
a

且
烹
孟
の
ロ
フ
ク
研
究
は
、
「
政
府
論
』
と
『
人
関
知
性
誼
』
に
お
お

ηる
e
論
証
的
論
罷
g

の
主
張
と
を
対
応
さ
ぜ
る
こ
と
に
よ
う
て
耐
磐
作
の

聞
の
矛
盾
を
翠
め
な
い
怠
向
に
向
か
っ
て
い
る
・
な
お
、
自
然
婦
の
具
体
例
と
し
て
の
所
者
誰
と
麹
踏
諭
と
の
閉
様
化
つ
L
て
は
次
の
論
文
を
多
照

さ
れ
た
い
。
芸
盲
目
寓
4

言
。
思
亘
書
色
。
性

g
戸
刷
脚
色
切

a
E
o
w
E
F
a広
個
色
手
。
官
王
子
山
E

J門

Z
4
2
5
z
F
E
E
-
D
E
M
H
g
-

MMFYMm当
こ
の
論
文
に
よ
か
ば
、
所
有
権
受

S
R
q
と
は
或
晶
の
一
次
佐
賀

m
R
S
=
a
m
a
a
s
t
q
す
な
む
ち
事
物
の
特
性
】
胃

8
Rヨ

に
対
厄
し
て
い
る
e

対
象
が
力
飽

BE弓
負
を
も
っ
て
盛
覚
に
刺
設
を
与
え
て
傷
豪
宕
の
心
の
中
氏
観
念
を
作
り
出
ず
よ
う
に
、
人
聞
は
飽
動
的
作

用

R
E志
望
互
角
、
す
な
わ
ち
勢
働
を
も
っ
て
財
産
司
君
脅
弓
司
を
産
広
出
す
の
で
あ
る
。

ロ
ア
夕
、
「
統
治
筒
」
、
中
央
公
論
社
稽
界
の
名
著
二
+
七
、
一
〕

O
Z一
頁
・
傍
胤
小
野
・

「
一
体
、
神
は
人
聞
を
社
交
的
な
議
造
物
て
あ
る
よ
う
に
意
図
し
た
も
う
て
あ
る
。
そ
こ
で
神
は
人
聞
を
作
る
に
め
だ
っ
て
、
阿
蘇
の
人
間
た
ち

自由主議6政治哲学にお仔る人間と市民

n 
〉" " ) 

と
仲
間
に
な
る
傾
性
を
与
え
、
ど
う
し
て
も
仲
聞
に
な
る
よ
う
に
し
た
ば
カ
り
で
な
く
、
社
会
の
大
切
な
這
具
で
共
通
の
鉾
で
あ
る
は
ず
の
冨
贈
を

も
人
聞
に
備
え
た
も
う
た
」
骨
人
関
対
伎
諭
」
、
邦
釈
第
三
分
冊
也
十
九
頁
)

~ 

同
J民

間
賞

ハ

" 
「
康
保
的
欲
求
が
最
初
の
身
鍍
り
を
示
唆
し
、
情
念
が
長
初
め
声
を
引
さ
出
し
た
の
だ
と
偏
乎
べ
き
で
あ
る
u

ま
ず
は
じ
め
に
人
々
は
詩

"江

で
し
か
も
の
を
孟
同
わ
な
か
っ
た
理
性
に
よ
勺
て
者
え
@
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
は
ず
今
と
後
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
・

ず
だ
と
恩
わ
れ
る
文
字
表
記
こ
そ
は
、
ま
さ
に
白
頭
歩
歩
宜
さ
せ
て
b
る
も
の
な
の
で
あ
る
・
そ
れ
は
語
を
変
化
さ
せ
な
い
が
、
言
語
の
特
質
を
変

文
字
を
暑
く
キ
き
に
は
そ
の
観
念
を
表
わ

ヤ吾一巳畜
bz画
定
す
る
陪

化
き
給
、
愛
嵐
の
代
わ
切
に
ま
碕
さ
を
も
ち
こ
む
E

人
は
ロ
で
略
す
と
き
に
は
そ
の
慮
情
を
表
わ
し



'" 

す
よ

9
2
E
2
切

!
H
E
Z
a
E
E忌
m
E
o
r
t
g宮
5

8
由
民
同
宮
正
常
官
民
E
o
a
z
a
e
E
E
~
E
E
P
E
E
b巴
P
邦
際

『
言
語
起
原
鎗
」
、
現
代
思
潮
社
、
第
五
番
平
》

サ
ル
ト
N
の
影
響
を
受
付
た
鰭
桶
医
掌
者
の

R
D
-
v
イ
ン
は
、
現
代
人
の
陥
っ
て
い
る
繍
神
的
不
安
定
状
簡
を
、
他
者
の
前
に
お
げ
る
存
在

論
的
不
安
定
と
聾
え
し
、
そ
こ
で
の
自
桑
の
騎
僚
の
具
係
的
事
例
を
，
呑
み
こ
み
自
胴
長

B
S
F、
，
内
破
吉
一

1
a
b
p
d花
と
離
人
化

圏
諸
可
長
。
巳
邑
ロ

E
a
r宮内
g
g包
Eais-
と
に
分
類
し
て
し
る
。
三
者
と
も
、
他
者
と
相
対
し
た
と
き
に
、
そ
の
眼
差
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
事

紗
U
い
も
の
身
体
と
艇
身
休
他
さ
れ
た
内
的
自
己
と
に
自
裁
が
分
裂
す
る
と
し
う
点
で
共
通
し
て
い
る
・
お
そ
の
と
き
人
間
の
内
部
に
は
、
身
弥
と

締
び
つ
い
た
n

偽
自
己
'
と
身
体
か
ら
遊
隠
し
て
E

偽
自
己
'
を
眺
め
て
し
る
，
内
的
な
真
の
自
己
'
と
U
う
二
つ
の
向
己
が
生
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
。
「
知
箆
の
非
現
実
性
と
す
べ

C
の
行
鋤
の
虚
偽
極
や
然
志
鎌
性
M
、
偽
自
己
の
支
配
下
に
あ
る
知
覚
白
ヤ
行
動
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
こ
の

偽
自
己
は
，
実
の
'
自
己
か
ら
、
部
分
的
に
解
隠
し
た
一
体
系
で
あ
勺
て
、
そ
れ
故
、
他
若
や
世
面
持
と
の
聞
に
人
が
も
っ
関
連
に
商
議
歯
関
与
す
る
と

( 

2ヴ

xxvm 誌維

と
か
ら
は
勝
訴
き
れ
て
い
る
巴
カ
く
て
偽
二
元
健
か
そ
の
人
の
存
在
の
中
で
体
験
さ
れ
る
と
と
に
な
る
・
統
合
的
自
己
を
も
っ
て
世
界
と
出
会
う

代
わ
り
に
、
役
医
、
世
界
肉
の
事
物
や
人
々
と
の
直
接
的
接
触
を
呑
躍
す
る
と
間
前
に
、
自
己
存
在
の
一
部
を
も
否
認
し
て
し
ま
ち
J

学法

し
か
し
な
が
ら
、
白
百
の
ア
イ
デ
ン
テ
4

一7
4

l
を
殖
立
す
る
た
め
に
は
、
自
己
確
認
と
と
も
に
、
他
宕
に
よ
る
確
認
を
も
必
要
と
す
る
の
で
あ

り
、
自
己
と
非
自
己
と
を
全
く
切
り
離
し
た
上
で
純
粋
に
自
己
の
内
部
の
み
で
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
か
極
立
し
よ
う
と
す
る
現
代
人
に
砕

戸神

徴
的
な
箇
度
は
、
現
代
人
の
精
神
的
病
性
の
一
つ
の
鉦
左
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
し
か
し
、
他
者
か
ら
認
め
ら
れ
、
，
対
象
'
的
要
素
に
関
わ
り
合
う

e
自
己
'
な
し
に
は
ま
た
他
者
と
の
弁
甚
法
的
関
連
の
中
で
生
き
る
こ
と
な
し
に
は
、
，
自
己
，
隊
以
前
か
ら
所
有
し
て
い
た
、
た
だ
で
丞
え
不

( 

'" 安
定
な
ア
イ
ヂ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
い
し
は
生
動
佐
さ
え
も
纏
広
付
す
る
と
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
・

L
R
E
B伊
】

p
o
i
-
J
2
B
g孟
母
島
事
弐

i
l必
伺
自
己
認

ECmHω
宮
身

E
g国
王
者
副
主
寓

a
g
a
g
g
八
邦
訳
「
ひ
き
裂
か
れ
た
自
己
」
『

&41字
書
房
V

g
R
d宮
Ba府柏戸一

H
-
0
2
1』
宗
室

a
w
g胴
8
g
g
q
g
a福
岡
崎

2
2
S
E
Z
E
n営

E
E
軍
司
ハ
邦
政
『
透
明
と
暗
法

E
iル
ソ
ー
の

世
界
、
み
す
ず
書
房
、
七
頁
》

ハ
怨
〉

E 
邦
訳
一
二
O
買
a
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国
ぼ
昌
タ
ロ
一
〉
可
B
P
5
5
9町
宮
自
信
HM5
宮
お
邦
釈
「
人
性
論
」
、
岩
波
文
庫
、
第
四
分
冊
十
四
頁
l

《

況
) 

向
上
、
三
十
凶
頁
・

自由主獲の政治哲学におけるA聞と市民

「
塑
盤
的
生
物
の
一
徳
は
、
正
義
に
向
か
う
m
理
性
的
情
動
d

、
つ
ま
り
、
，
正
し
い
感
情
e
な
い
し
，
適
歪
な
性
向
'
の
う
ち
に
存
す
る
と
う

し
て
，
骨
骨
と
否
世
の
栂
念
を
白
r
ゅ
の
情
動
の
対
象
e
た
ら
し
め
る
と
き
、
人
は
徳
あ
る
者
と
な
り
姶
め
る
。
そ
の
情
動
の
自
然
の
傾
向
円
か
誌
会
の

普
に
聞
か
う
と
き
、
人
は
ぷ
育
艮
S

な
人
間
と
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
@
シ
'
ア
グ
ペ
り
は
、
道
徳
を
金
薗
的
に
盛
備
に
分
議
し
て
い
る
わ
付
で

憾
な
い
・
す
な
わ
旬
、
e
理
性
，
も
ま
た
そ
の
機
繕
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は

4
胃
載
の
正
し
い
適
用
を
蔽
保
す
る
N

こ
と
な
の
で
あ
る
・
し
か
し
、

F、

" 〉

お

感
情
が
理
性
と
合
致
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
実
に
有
情
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
る
@
彼
は
道
語
感
覚
を
定
義
し
て
、
，
そ
れ
盲

、
、
、

体
の
た
め
に
、
ま
た
そ
れ
自
体
の
自
然
な
美
と
価
値
の
た
め
に
公
正
と
正
義
と
に
向
か
う
実
突
の
情
動
な
い
し
受
e
と
し
て
い
る

E

」

9
E
F

切
吋
宮
刷
局
主

gpgrPAH-za
宮
島
白

5
5虫
色
「
宮
主
E
-
Z
8
邦
釈
「
十
八
世
紀
の
白
然
思
想
H
み
す
ず
書
房
、
七
十
八
草

「
我
々
は
外
的
感
覚
と
並
ぶ
べ
さ
内
的
感
電
主
句
す
る
@
外
的
層
建
治
省
や
色
影
bz知
覚
す
る
よ
う
に
、
肉
的
感
覚
は
這
極
上
の
美
と
汚
れ
を
織

到
す
る
の
で
あ
る
a

要
す
る
に
我
々
と
し
て
は
、
人
聞
本
位
陪
ρ
手
ソ
ン
に
よ
れ
ば
工
匠
た
る
習
が
、
そ
の
怒
悲
探
い
冒
的
の
た
め
に
巧
妙

に
組
み
立
て
た
無
数
の
部
品
か
ら
な
る
一
つ
の
様
械
で
め
る
こ
と
、
従
勺
て
こ
れ
ら
の
感
覚
は
そ
れ
ぞ
れ
が
敬
良
な
銅
察
者
の
目
に
明
ら
か
に
映
ず

る
よ
う
な
目
的
原
因
を
も
つ
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
記
憧
に
と
ど
め
て
お
け
ば
よ
し
の
で
あ
る
J
A
ス
ヂ
ィ
グ
ン
、
前
鍋

aR
邦
訳
中
巻
二
三
。

買
v 

《

" 

主し、
本
邦
訳
に
お
い
て
は
易
自
習
笹
山
可
は

d
失
略
a
と
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て

ヒ
ュ

1
ム
、
「
λ
誕
拡
何
『
邦
釈
鎗
三
分
一
冊
六
十
九
頁
@

い
る
の
で
、
引
周
文
で
は
，
同
感
e
を
も
っ
て
代
え
て
あ
る

( 

~ 
〉

同

t
、
七
O
頁
@

〈

" 
た
だ
し
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
観
念
連
舎
は
反
謹
知
的
な
逮
信
キ
一
喝
通
観
余
樽
を
説
明
す
る
麗
掃
作
用
と
し
て
一
否
定
的
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い

る
@
『
人
間
知
佐
弘
樹
」
、
第
二
巻
傭
三
十
三
章
参
照

B

'"' 

" 
ヒ
z
l
ム
、
「
人
性
論
、
邦
訳
第
一
分
冊
三
十
八
y
阿
十
三
賀
@



マ
]
サ
ー
は
単
な
る
司
抱
感
情
Z
=
-
。
d
q
上
向
。
。
回
目
聞
と
同
感
と
の
相
遣
を
、
認
識
的
要
素
g
m
M
E
S
E
S
B
骨
の
有
無
に
求
め
て
い
る
@
「
同

感
と
い
う
包
念
の
論
理
的
な
基
砲
を
な
し
て
い
る
の
は
、
認
識
と
い
弓
奥
様
を
は
ら
ん
だ
同
胞
層
情
念
吉
岡
号
。
を
5
e
q
-
-
な
舎
認
で
あ
る
e
と

の
意
旅
で
、
同
胞
感
情
と
は
他
春
の
情
動
に
本
館
江
町
に
え
り
こ
む
と
と
E
E
自
問
ヨ
で
は
な
く
、
自
己
意
識
と
い
う
能
刀
と
忽
像
力
と
い
う
飽
力

の
両
者
を
肉
に
含
ん
だ
作
用
と
考
え
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
・
」
〈
冨
密
冶
R
M
M
相
当
固
唱
E
q
E
色
野
区
宮
、
，
m
E
】
司
氏
手
罵
岡
弘
M
5
8
吾
尋

常
Z
0
2
3
E
E
昌
司
S
弘
玄
白
d
h
z
q
Z
3
8
8
h
E
問
。
崎
2
2
8
S
回
日
g
d

ロg
包
括
、
。
民
貧
込
-
H匂
吋
N
V
唱
H
S
「
認
識
と
い
う
契

機
を
吾
ま
な
い
同
胞
感
情
国
E
1
8
宮
箆
戸
話
室
目
。
喝
i
p己
戸
尽
に
は
、
当
事
者
の
自
分
自
身
及
び
他
者
に
対
す
る
翠
識
が
欠
げ
て
い
る
・
そ
し

て
、
こ
の
露
臓
が
な
け
れ
ば
、
飽
動
的
な
同
感
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
己
企
E
P
M
V
H
a

宮
戸
J
A
S
P
E
可
『
Q
4
F
岡
戸
田
作
品
工
目
苦
】
E
邦
釈
「

I

人
間
宋
平
等
起
源
論
」
、
中
央
公
論
社
世
界
の
名
著
三
O
、

相

〈

" 
同
ト
司
、
第
三
分
惜
七
十
一
!
凶
貢
・

関
上
、
阿
賀
@

ハ
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xxvm Z志維
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言
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E
H
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学

盟
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ヒ
品
ム
、
「
人
性
弘
樹
、
郊
釈
第
四
分
冊
=
一
で
五
頁
。

戸
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" 〉

同
ム
、
七
十
一
頁

E

神

岡

兵

八
六
頁
。

《

" 、J
ハ

" 〉

ス
テ
ィ
グ
ン
、
前
倒
情
書
、
邦
釈
剛
造
二
四
四
頁
@

四

ハ

" 〉

こ
の
点
に
つ
い
て
マ
ザ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
e
「
E
Z
ム
と
同
掃
に
、

ス
ミ
ス
は
同
感
と
は
他
者
と
同
仁
感
情
を
も
つ
よ
う
に
な

る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
彼
は
そ
れ
が
生
じ
る
プ
ロ
セ
ス
を
ヒ
a

A

の
よ
う
な
メ
カ
ニ
カ
ル
な
言
議
で
考
え
て
て
は
い
な
い
・
ヒ
鼻

1
ム
は

同
盛
を
憎
念
に
つ
い
て
の
観
念
が
閉
象
と
の
生
き
生
き
と
L
た
連
合
を
逼
し
て
信
念
そ
の
も
の
に
変
わ
る
二
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
他
十
ベ
ス
ミ

ス
に
よ
れ
ば
、
岡
睡
習
に
は
他
者
の
境
遇
に
置
か
れ
た
白
骨
を
画
像
す
る
こ
と
カ
含
ま
れ
て
お
り
、
想
像
力
の
中
で
あ
ら
ゆ
る
情
断
的
経
験
を
も
つ
こ

と
に
よ
っ
て
彼
自
身
が
変
わ
勺
て
し
く
の
で
あ
る
己
〈
冨
旬
。
賞
。
予
内
定
合
唱

g 
〕
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" 
国
中
正
奇
氏
は
ス
ミ
ス
に
お
け
る
梱
宣
主
仏
旨
怠
同

IEv--OR
の
論
理
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
後
述
す
る
よ
う
に
、
ヌ
ミ
守
仰
の
道
徳
営
学
に
お

い
て
は
e
姐
俊
上
の
立
幼
の
ホ
翁
ヂ
が
定
要
な
役
割
問
を
果
た
し
て
い
る
@
氏
は
こ
の
点
に
、
西
欧
の
近
代
思
鍋
の
仰
心
を
占
め
て
い
る
，
主
観

1
客

鶴
二
元
論
'
を
克
臨
す
る
契
慨
を
見
附
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。
国
中
主
司
、
「
ロ
ヅ
タ
の
道
徳
論
と
ス
三
ス
の
道
徳
感
情
論
』

H
、
横
浜
市
大
齢

鍍
二
十
五
巻
一
目
す
、
落
照

ハ
舗
〉

官
K
Y
炉、一同

JMhJpg弓
え
冨
寄
包

mTBEEEP
邦
訳
「
道
徳
感
情
酋
」
、
筑
摩
書
房
、
一
干
七
良
・

自由主義の政治哲学収おげるJ 欄と市民

" V 

同
巳
二
寸
八
頁
@

( 

"' 》

同

主

一
九
四
頁
・

m 

" v 

、、

「
ス
三
叉
の
阿
感
論
は
、
こ
の
よ
う
に
道
檀
感
情
の
成
立
を
、

ザ
プ
ジ
孟
ク
ト
栂
互
の
社
会
的
交
還
関
係
の
聞
に
生
ま
れ
る
e
内
な
る
飽
岩
小
委
宥

、:

苦
言
語
巴
因
習

n
g
g
p
と
し
て
の
良
心
の
自
覚
に
求
め
る
も
の
で
あ
う
た
が
、
そ
れ
は
単
な
る
個
人
的
良
心
と
は
異
な
る
人
岡
の
社
会
的
島
ロ
意

識
の
成
立
を
怠
民
寸
る
も
の
で
&
勺
た
の
で
あ
る
@
」
〔
回
中
亦
司
、
『
ス
ミ
ス
同
虚
偽
に
お
け
る
社
会
的
自
己
意
訟
の
鈴
理

Q
m浜
市
大
信
畿
二
十

五
巻
社
E

W
号
)

《

" ) 

ス
ミ
ス
、
前
縄
賓
邦
訳
一
九
七
J
八
買

〈
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回
中
主
可
、
「
ヌ
ミ
ス
同
a
p論
に
お
げ
る
社
会
的
自
己
責
識
の
諭
理
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、
梅
浜
市
大
詰
叢
ニ
+
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巻
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E
‘
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《

関
) 

『
リ
グ
7

イ
ア
サ
ン
』
か
ら
の
次
の
引
用
主
参
鳳
。

踊

「
感
覚
と
は
、
人
体
の
諸
穆
官
や
内
的
弱
部
分
に
お
け
る
逐
動
で
あ
っ
て
、
そ
の
連
動
は
、
務
々
が
見
た
り
聞
い
た
り
寸
る
も
の
の
作
用
に
よ
っ

忽
像
と
は
感
覚
の
あ
と
に
残
っ
た
そ
の
運
動
の
残
骸
比
他
な
ら
な
い
こ
と
。
映
像

j

運
動
の
こ
れ
ら
の
小
さ
な
端
緒
は
、
普
罰
処
努
力
と
呼
ば
れ
る
5

V
〕

て
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
、

治
、
す
べ
て
の
ま
患
に
よ
る
運
動
の
最
初
の
内
的
暢
緒
で
あ
る
こ
と
。



描

の
努
力
が
、
そ
れ
を
ひ
き
包
こ
す
も
の
に
向
か
う
と
き
に
は
、
欲
求
と
か
意
欲
と
呼
ば
れ
る
。
」
ハ
郷
-
部
第
六
章
〉

「
あ
る
人
の
欲
求
ぞ
意
歓
の
対
象
が
伺
で
あ
れ
、
そ
れ
は
、
彼
と
し
て
は
警
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
償
沼
早
味
恵
の
対
畿
は
雇
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
起
監
視
の
対
象
は
、
つ
ま
ら
の
刷
、
問
題
に
な
ら
ね
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
B

」
翁
叩
上
V

、
、
、
、

「
あ
る
人
の

b
と
は
、
近
い
将
来
に
関
長
か
に
替
と
な
る
と
魁
わ
れ
る
も
の
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
伎
が
現
在
も
っ
て
い
る
方
法
で
あ
る
園
」
八
第

一
部
第
十
章
》

X玄VIII

、

「
著
逃
雌
壌
依
た
ち
ム
均M
一
般
に
白
総
緒
と
呼
ん
で
い
る
自
然
の
樹
拘
と
は
、
各
人
が
、
彼
自
身
の
自
然
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め

に
彼
の
欲
す
る
ま
ま
に
白
百
り
カ
を
扇
い
る
と
し
う
、
各
入
の
も
つ
自
由
で
あ
る

E

」
わ
知
一
部
第
十
四
番
早

!llた
だ
し
、
訳
文
は
す
べ
て
河
白
書

房
世
界
の
犬
思
想
イ
三
に
よ
っ
て
い
る
J

書奉

プ
ラ
〆
ナ
ツ
ア
に
よ
れ
ば
、
ホ
ァ
ア
ス
と
功
利
主
義
者
た
ち
の
相
違
は
、
ァ
ナ
キ
ー
に
対
す
A
d

恐
怖
の
度
合
い
が
後
者
よ
り
も
問
者
の
方
が
は

る
か
に
強
か
今
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
a

そ
の
こ
と
が
、
集
ア
プ
ス
を
し
て
能
苅
主
義
国
家
ダ
ヘ
功
利
主
義
者
を
し
て
民
主
主
義
薗
家
を
選
択

せ
し
め
た
。
「
教
訓
主
義
者
と
ホ
少
プ
ス
と
の
政
治
思
想
上
の
最
大
の
相
違
は
、
也
管
暑
が
園
家
を
自
然
編
め
擁
語
道
と
一
見
な
し
、
齢
者
が
そ
う
し
な

か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

τ、
ホ
ッ
プ
ヌ
カ
ア
ナ
ー
キ
ー
を
恐
れ
る
余
り
に
、
絶
対
的
繕
依
を
も
っ
主
継
者
の
必
要

を
翰
請
し
す
ぎ
る
結
果
に
陥
っ
た
点
に
あ
る
の
で
あ
る
ホ
ア
グ
ス
を
し
て
臣
民
の
主
福
者
へ
の
絶
対
的
服
従
を
鋭
か
し
め
た
も
の
は
、
そ
の
悲
惨

な
人
間
留
で
は
な
く
ハ
何
故
な
ら
ば
こ
の
点
で
は
功
利
主
義
者
た
ち
も
同
提
た
か
ら
で
あ
る
ー
そ
の
激
し
い
ア
ナ
キ
ー
へ
の
恐
怖
で
あ
る
・

功
利
主
務
者
た
ち
は
歴
史
か
ら
政
治
の
助
訓
令
手
ぽ
う
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
な
か
勺
た
後
F

り
は
た
ま
た
ま
、
ア
ナ
1
キ
T
よ
り
も
認
し
さ
政

ハ町》

維学法戸神

府
の
方
を
恐
れ
た
@
そ
こ
で
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
主
麗
し
た
。
す
な
わ
旬
、
人
聞
は
生
来
利
己
的
で
わ
が
ま
ま
で
権
力
を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
ぺ
民
主
論
証
胞
の
み
が
抱
着
の
権
み
の
濫
用
か
ら
人
々
を
守
り
う
る
の
で
あ
る

-
a
E
R
政
震
の
最
大
の
役
割
ほ
諾
担
利
益
の
調
盤
で
あ
る
と
い

う
ホ
ッ
プ
ス
の
意
見
を
受
げ
容
れ
、
そ
の
A
属
議
に
お
い
て
も
相
違
が
な
治
っ
た
J
〔

E
Z
E
N
』
露
目

d
E言
E
E
E
R司
E
a

基
答
}
箇
降
注
喝
。
町
長
ゐ
岡
忠
弘
同
町

z
d巴記一
g
E凶
器
一
。
尚
子
。
孟
ロ

EV

ス
ミ
ス
の
人
間
値
観
に
お
げ
る
二
の
予
盾
は
様
々
な
論
者
に
よ
り
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
醇
舗
は
次
の
審
物
を
参
照
@

星
野
彰
男
‘
「
ア
タ
ム
ス

" ) 



ミ
ス
の
量

E
、
書
穐
特
に
そ
の
第
二
考

な
お
ス

f
d
ヌ
ン
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
ヌ
ミ
ヌ
に
お
げ
る
道
徳
む
と
は
一
種
の
反
射
的
利
己
心
で
あ
っ
た
、
と
い
う
解
答
を
与
え
て
い
る
@

つ
ま
り
、
道
徳
心
と
は
、
各
人
の
利
E
的
情
念
相
互
の
有
蕗
に
よ
り
結
果
的
に
は
自
分
自
身
を
も
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
事
組
胞
を
還
付
る
だ
め

に
、
神
の
摂
理
と
し
て
人
簡
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
・
従
っ
て
、
「
務
国
民
の
宮
」
は
「
道
徳
感
情
論
」
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
成
立

し
え
た
の
で
あ
る
。

自由主畿の政治留学におけるメ聞と市民

「
々
の
二
つ
の
著
書
に
お
い
て
、
夜
々
は
い
ザ
れ
も
一
穆
の
予
定
爾
相
の
作
用
を
見
と
「

ιけ
よ
フ
る
@
我
々
の
自
然
嗣
同
情
心
は
我
々
自
身
に
あ
る

湿
の
捌
緬
を
慢
す
と
い
う
の
が
「
遥
箔
費
情
輸
』
の
根
本
命
題
で
あ
る
が
、
『
嘘
阿
国
民
の
富
』
の
根
本
命
題
も
ま
た
、
こ
の
種
の
抑
制
が
守
ら
れ
る

隈
り
に
お
い

τ
〈
も
と
も
と
正
直
さ
と
か
温
和
き
と
し
う
よ
う
な
衝
の
存

aは
両
方
の
著
書
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
岳
製
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
)
、

人
鎮
の
幸
福
は
各
人
が
め
い
め
い
の
本
街
を
何
ら
権
威
信
か
ら
の
干
渉
な
し
に
追
求
す
る
の
に
任
せ
る
方
泊
、
促
這
さ
れ
や
サ
い
だ
ろ
う
と
い
う
一
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
己
主
テ

e
T
グ
ン
、
劇
場
書
、
務
訳
末
巻
一
九
六
買
V

( 

鴎
) 

E

E可
。

p
a
-
-
u
-
z
t
M
m

「
か
く
し
て
貌
々
は
こ
こ
に
お
い
て
一
つ
の
転
回
点
に
到
達
す
る
。
こ
れ
ま
で
擬
似
科
学
的
皐
道
徳
体
系
め
上
回
聞
な
定
式
を
戸
与
え
て
き
た
理
神
検

は
、
正
範
派
と
異
端
の
区
別
段
〈
一
残
T

り
ず
見
捨
て
ら
れ
、
倫
理
学
と
神
学
の
稜
縁
が
公
然
と
宣
言
さ
れ
る
時
時
に
つ
い
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
と

ハ
伺
〉

ハ
ス
テ
4
1
グ
ン
、
前
編
費
邦
訳
市
巻
三
O
O頁
)

《

" ) 

阿
古
島
包
P
4弓

FdMVQ雲
富
島
官
。
書
官
百
四
回
明
言
語

a
l言
。

g
p
o
E
"草
川
判
官
密

n
pお回
S
H
切
さ
h
p
oは
R
&
g白
g
a
E身

師

2
2
5
E
ハ
邦
訳
『
4
ギ
リ
ス
政
泊
恩
組
E
H
岩
神
電
代
鶴
善
、
七
十
五
頁
V

な
お
、
連
想
心
理
学
一
そ
の
も
の
に
つ
b
て
は
弘
司
関
誌
凶

戸
。

h
p
Z官ぢ
hw
民

p
z
除
自
白
円
甘
"
昔
日

MuaofEO司
会
邦
訳
「
心
理
学
史
、
創
完
社
〉
例
え
ば
、
「
ジ
ェ

l
ム
ヌ
ミ
ル
は
人
間
鱒
羽
仰
を
一

種
の
機
縁
と
見
な
し
た
a

そ
れ
は
外
力
《
感
覚
刺
散
)
に
ょ
う

τ始
動
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
i

物
理
的
な
舗
偏
と
し
℃
動
い
て
い
く
・
鰐
神
の
か
ら
く

り
は
迎
合
通
密
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
物
理
的
な
力
と
開
様
に
、
機
様
的
に
働
く
も
の
と
貝
な
さ
れ
た
J

( 

飽
ν 

回
g
b
g
n
s
r
T
h同
冒
険

NMg"
習
の
。

S
E凶器白骨
g
a
E
r
q
E
F
の
苦
蕗
ぢ
作
宮
】
甲
山
一
言
語
包

g
e
h
z
s
g
z
-
E
C生
長
a
s
邦
訳
『
遭
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1
1
1
1
1
i
!
l
J
 

徳
及
び
立
法
の
諸
原
翠
序
説
、
中
央
公
論
社
松
埠
の
名
若
三
十
八
、
八
十
一
貫
。

錨

同
よ
、
八
十
ゴ
署
弓


